
二
〇
二
四
年
度

﹇ 
国 

語 

﹈
問 

題

注
　
意

　
事

　
項

1
　
問
題
お
よ
び
解
答
用
紙
は
、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

2
　
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
楷
書
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

3
　
受
験
番
号
お
よ
び
氏
名
は
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

4
　
問
題
は
1
ペ
ー
ジ
か
ら
13
ペ
ー
ジ
ま
で
で
す
。



1

〔
問
題
一
〕　

次
の
1
〜
6
の
文
中
の

線
部
⒜
〜
⒣
に
つ
い
て
、
漢
字
は
ひ
ら

が
な
で
読
み
方
を
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。

1　

何
人
も
、
損
害
の
救
済
、
公
務
員
の
罷
免
、
法
律
、
命
令
又
は
規
則
の
制

定
、
廃
止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
平
穏
に
セ
イ
ガ
ン
す
る
権
利

を
有
し
、
何
人
も
、
か
か
る
セ
イ
ガ
ン
を
し
た
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇

も
受
け
な
い
。

（
日
本
国
憲
法
第
十
六
条
よ
り
）

2　

今
ま
で
は
床
の
中
に
ガ
マ
ン
し
て
聞
い
て
い
た
が
、
聞
く
声
の
遠
ざ
か
る

に
連
れ
て
、
わ
が
耳
は
、
釣
り
出
さ
る
る
と
知
り
つ
つ
も
、
そ
の
声
を
追
い

か
け
た
く
な
る
。
細
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
耳
だ
け
に
な
っ
て
も
、
あ
と
を

シ
タ
っ
て
飛
ん
で
行
き
た
い
気
が
す
る
。

（
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
よ
り
）

3　

私
達
は
そ
れ
か
ら
三
ツ
葉
を
摘
み
は
じ
め
た
。
あ
の
芳
し
い
春
か
ら
二
番

芽
の
三
ツ
葉
は
、
庭
一
面
に
生
え
て
い
た
。
姉
が
籠
を
も
っ
て
来
た
。
庭
は

広
く
い
ろ
い
ろ
な
植
込
み
の
日
向
の
柔
ら
か
い
地
に
は
、
こ
ん
も
り
と
太
く

肥
え
た
三
ツ
葉
が
し
げ
っ
て
い
た
。

（
室
生
犀
星
『
或
る
少
女
の
死
ま
で
』
よ
り
）

⒜

⒝

⒞

⒟

⒠

4　

ひ
と
よ

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
や
さ
し
く
見
い
る
の
で

唇
を
噛か

ん
で　

私
は
イ
キ
ド
オ
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
だ

（
立
原
道
造
「
わ
か
れ
る
昼
に
」
よ
り
）

5　

総
理
大
臣
は
Ｇ
7
サ
ミ
ッ
ト
に
て
、
今
後
も
法
の
支
配
に
基
づ
く
自
由
で

開
か
れ
た
国
際
秩
序
の
イ
ジ
・
強
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
主
導
し
て
い
く

決
意
を
示
し
ま
し
た
。

（
新
聞
記
事
よ
り
）

6　

こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
横
断
的
に
取
り
組
む
べ
き
政
策
を
企
画
立
案
す
る
と

と
も
に
、
各
府
省
庁
に
改
善
を
求
め
る
「
カ
ン
コ
ク
権
」
も
与
え
ら
れ
、
政

府
全
体
の
政
策
の
推
進
を
主
導
す
る
役
割
を
担
う
。

（
新
聞
記
事
よ
り
）

⒡⒢

⒣



2

〔
問
題
二
〕

　
次
の
問
1
、
問
2
に
答
え
な
さ
い
。

問
1

　
左
の
《
料
金
一
覧
表
》
は
、
あ
る
運
送
会
社
を
利
用
し
て
東
京
か
ら
大
阪

ま
で
荷
物
を
配
送
す
る
際
の
も
の
で
す
。
こ
の
《
料
金
一
覧
表
》
を
踏
ま

え
、
ア
〜
オ
か
ら
正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

《料金一覧表》

サイズ（以内） 重量 配送料金（税込）

 60 サイズ  2kg まで 1000 円

 80 サイズ  5kg まで 1300 円

100 サイズ 10kg まで 1600 円

120 サイズ 15kg まで 1900 円

140 サイズ 20kg まで 2200 円

160 サイズ 25kg まで 2500 円　★

180 サイズ 30kg まで 2800 円

200 サイズ 30kg まで 3100 円

※ 1…「サイズ」は荷物の 3辺の長さの合計値を表します（単位は cm）。
※ 2…「サイズ」と「重量」では、大きい方の値で値段が決まります。
※ 3…上記表を超える大きさのお荷物は「お手軽引越し便」をご利用く

ださい。
※ 4…スーツケースは 140 サイズまでは表の料金を適用し、それ以上の

サイズは重さ 30kg 以内であれば★の料金が適当されます。

ア　 3辺を合計した大きさが 185cmで重さ 25kg のスーツケースを送るので、料金は 

3100 円だ。

イ　 3辺の合計が 110cmで重さ 18kg の小包を送るので、料金は 1900 円だ。

ウ　重量がオーバーしていないのであれば、60 サイズの箱を 3個送るよりも 200 サ

イズの箱にまとめて入れた方が安い。

エ　70cm×80cm×90cmで重さ 5 kg の荷物を送るので、料金は 3100 円だ。

オ　配送料金を 2000 円以内におさえたいので、 3辺が40cm×50cm×30cmの箱に詰

め込んだ（重量は 3 kg 程度）。



3

問
2

　
令
和
5
年
5
月
8
日
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
法
律
上
の
位
置
付
け
が
5
類
に
移
行
す

る
こ
と
に
伴
い
、
江
東
区
教
育
委
員
会
は
「
基
本
的
な
考
え
方
」
と
し
て
、《
資
料
》
の
よ
う
な
文
書
を

通
達
し
た
。《
資
料
》
を
読
ん
だ
上
で
、
こ
の
文
書
の
内
容
に
沿
っ
た
対
応
を
し
て
い
る
も
の
を
ア
〜
オ

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
な
お
選
択
肢
内
に
あ
る
日
付
は
全
て
「
令
和
5
年
」
の
も
の
と

す
る
。

《資料》
5月8日以降の学校（園）における新型コロナウイルス感染症対策等について

（抜粋）

令和 5年 5月 8日　江東区教育委員会

2　出席停止措置等の取扱いについて

⑴ 　出席停止の期間は、「発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快し
た後 1日を経過するまで」とする。

⑵ 　「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が
改善傾向にあることを指す。

⑶ 　「発症した後 5日を経過」や「症状が軽快した後 1日を経過」につい
ては、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。

⑷ 　出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒等
に対してマスクの着用を推奨する。ただし、児童生徒等の間で感染の
有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に
指導を行う。

⑸ 　令和 5年 5 月 8 日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこ
とから、同居している家族が新型コロナウイルスに感染した児童生徒
等であっても、新型コロナウイルスの感染が確認されていない者につ
いては、直ちに出席停止の対象とはしない。

⑹ 　登校（園）するに当たっては、学校（園）に陰性証明を提出する必
要はない。

⑺ 　児童生徒等が授業を十分に受けることができないことによって、学
習に著しい遅れが生じることのないよう必要な配慮を行う。

⑻ 　学校（園）の臨時休業については、感染が拡大している状況に対し
て、児童生徒等の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期
間において機動的に対応を行う。基本的には季節性インフルエンザ流
行時と同様の対応とし、学校（園）医や教育委員会事務局と学級閉鎖
等の協議を行う。

ア　〔児童保護者〕小 5の長男が 7月 1 日（土）に発症し、 3日（月）には軽快した

ので、 1日経過を待って 4日（火）から登校させた。

イ　〔中 3生徒本人〕 6月 1 日（木）に発症し、今日が 7日（水）だ。咳の症状はか

なりひどいがマスクを着用して出席することにした。

ウ　〔中学校教諭〕 6月 1 日（木）に発症したという生徒が「 5日経過した」という

ことで本日 6日（火）朝から登校するというので、これを認めた。

エ　〔児童保護者〕小 3の長女は出席停止解除後から 7日しか経っていないが、マス

クを着用せずに登校させた。

オ　〔小学校教諭〕担任している児童の兄が新型コロナウイルス陽性という連絡が

あったため、念のために欠席した自分のクラスの児童（弟の方）を出席停止の扱い

とした。



4

〔
問
題
三
〕　

次
の
文
章
は
江
戸
時
代
の
随
筆
『
北
遊
記
』
の
一
節
で
す
。
本
文
を

読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

同
じ
国
羽は
く
ひ咋
の
七
郎
右
衛
門
と
い
ふ
人
身
代
よ
く
、
さ
て

Ａ

に
妙
な
り
。

そ
の
療
治
ま
づ
病
の
根
本
を
求
め
て
怪
し
き
絹
に
包
み
た
る
も
の
に
て
撫な

づ
れ

ば
、
い
か
な
る
年
久
し
き
病
に
て
も
一
両
度
に
て
治
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
そ

の
辺
り
の
人
の
言
へ
る
、
七
郎
右
衛
門
若
き
時
、
玉
子
問
屋
な
り
し
が
、
夏
の
頃

に
な
れ
ば
夜
々
卵
を
盗
む
も
の
あ
り
。
七
郎
右
衛
門
さ
ま
ざ
ま
気
を
つ
け
る
に
、

あ
る
夜
三
尺
ば
か
り
の
蛇
、
梁は
り

の
上
よ
り
来
て
卵
の
箱
を
お
し
わ
け
、
十
四
五
ば

か
り
呑の

み
て
帰
り
け
り
。
七
郎
右
衛
門
怒
つ
て
、
明
く
る
日
、
木
を
削
り
て
卵
の

ご
と
く
に
し
三
四
十
ば
か
り
卵
箱
の
上
に
入
れ
置
き
、
さ
て
夜
に
入
り
て
、
い
か

に
す
る
ぞ
と
う
か
が
ひ
見
け
る
に
、
果
た
し
て
、
蛇
ま
た
来
て
、
呑
む
こ
と
前
夜

の
ご
と
し
。
い
か
に
す
る
ぞ
と
見
る
に
、
外
へ
出
て
石
垣
の
内
へ
入
ら
ん
と
し

て
、
木
の
卵
消
え
ざ
れ
ば
、
身
を
も
み
け
る
が
、
そ
れ
よ
り
庭
の
内
を
這は

ひ
ま
は

り
、
何
や
ら
求
め
る
体
な
り
。
ほ
ど
な
く
一
本
の
草
に
尋
ね
あ
た
り
、
こ
れ
を
咥く

は

へ
て
、
か
の
卵
の
所
を
撫
で
ね
ぶ
り
、
終つ
ひ

に
そ
の
草
を
呑
み
た
り
し
が
、
た
ち
ま

ち
木
の
卵
消
え
て
平
生
の
腹
の
ご
と
く
細
り
、
石
垣
へ
入
り
け
る
。
七
郎
右
衛
門

怪
し
く
思
ひ
、
か
の
草
を
取
り
置
き
て
、
食
傷
な
ど
し
た
る
人
の
胃
の
辺
り
を
撫

づ
る
に
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
効
あ
り
。
そ
れ
よ
り
万よ

ろ
づ

の
病
を
療
治
す
る
に
、
手
に

随し
た
が

ひ
て
癒い

え

ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
ぞ
。
か
の
草
は
蛇
含
草
と
い
ふ
よ
し
。

※
1

⑴

※
2

※
3

⑵

※
4

⑶

※
5

※
1　

身
代
よ
く
…
暮
ら
し
向
き
が
よ
く

※
2　

三
尺
…
一
メ
ー
ト
ル
弱
の
長
さ

※
3　

梁
…
建
築
物
の
柱
の
上
に
掛
け
渡
す
水
平
材

※
4　

ね
ぶ
り
…
な
め
る
、
し
ゃ
ぶ
る

※
5　

食
傷
…
食
あ
た
り



5

問
1　

線
部
⑴
「
怪
し
き
絹
に
包
み
た
る
も
の
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
が

包
ま
れ
て
い
た
の
で
す
か
。
本
文
中
か
ら
最
も
適
当
な
語
句
を
抜
き
出
し
て

答
え
な
さ
い
。

問
2　

線
部
⑵
「
い
か
に
す
る
ぞ
と
見
る
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
蛇
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
す
か
。
空
欄
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
、
本
文
中

か
ら
適
当
な
語
句
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

蛇
は
Ⅰ
（
2
字
）
の
間
に
入
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、
Ⅱ
（
3
字
）
が
消

化
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
腹
が
つ
か
え
て
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
身
を

く
ね
ら
せ
て
い
た
。

問
3　

線
部
⑶
「
平
生
の
腹
の
ご
と
く
細
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
蛇
が
腹

を
も
と
の
よ
う
に
も
ど
す
た
め
の
一
連
の
行
為
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
適

当
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

庭
の
中
で
あ
る
草
を
探
し
た
。

イ　

身
を
よ
じ
っ
て
草
を
も
み
ほ
ぐ
し
た
。

ウ　

腹
の
辺
り
を
草
で
な
で
た
。

エ　

そ
の
草
を
呑
み
こ
ん
だ
。

オ　

異
物
を
吐
き
出
し
た
。

問
4　

空
欄

Ａ

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

病　
　

イ　

卵　
　

ウ　

商　
　

エ　

医　
　

オ　

蛇

問
5　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

七
郎
右
衛
門
は
も
と
も
と
玉
子
問
屋
を
営
ん
で
い
た
。

イ　

七
郎
右
衛
門
は
卵
を
呑
ん
だ
蛇
を
生
け
捕
り
に
し
た
。

ウ　

七
郎
右
衛
門
は
食
あ
た
り
の
専
門
医
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

エ　

七
郎
右
衛
門
が
治
療
に
草
を
用
い
る
こ
と
は
誰
一
人
知
ら
な
か
っ
た
。

オ　

七
郎
右
衛
門
は
蛇
を
使
っ
て
そ
の
草
を
探
す
よ
う
に
な
っ
た
。



6

〔
問
題
四
〕

　
次
の
文
章
を
①
〜
③
の
条
件
に
し
た
が
っ
て
、
八
十
字
以
上
百
字
以

内
に
要
約
し
な
さ
い
。

①
　
三
文
で
要
約
す
る
こ
と

②
　
第
二
文
の
書
き
出
し
を
「
し
か
し
」、
第
三
文
の
書
き
出
し
を
「
つ
ま
り
」

で
始
め
る
こ
と

 

（
…
…
…
。
し
か
し
…
…
…
。
つ
ま
り
…
…
…
。）

③
　
解
答
欄
の
一
マ
ス
目
か
ら
書
き
始
め
、
句
読
点
も
一
字
に
数
え
る
こ
と

人
生
一
〇
〇
年
時
代
と
言
わ
れ
、「
心
身
と
も
に
健
康
で
過
ご
し
た
い
」
と
い

う
人
々
の
ニ
ー
ズ
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
街
を
歩
け

ば
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
し
て
い
る
人
々
に
遭
遇
し
、
ふ
と
気
づ
く
と

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
ス
ー
パ
ー
の
棚
は
健
康
に
い
い
と
言
わ
れ

る
食
品
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
身
体
に
ど
の
よ
う
に
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
機
能
性

食
品
が
発
売
さ
れ
る
。
健
康
管
理
は
自
分
の
幸
せ
の
た
め
に
は
必
須
条
件
の
よ
う

だ
。さ

て
、
人
々
を
健
康
志
向
に
つ
き
動
か
す
き
っ
か
け
の
一
つ
に
、
企
業
で
の
健

康
診
断
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
事
業
者
は
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
き
、
労
働

者
の
健
康
診
断
を
実
施
す
る
義
務
が
あ
り
、
労
働
者
は
事
業
者
が
行
う
健
康
診
断

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
人
は
、
体
重
や
血
圧
の
値
を
気
に
し
、

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
で
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
の
デ
ー
タ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
も

し
、
何
か
気
に
な
る
よ
う
な
数
値
が
示
さ
れ
れ
ば
、
た
と
え
自
覚
症
状
が
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
病
院
に
行
く
よ
う
に
紹
介
状
が
渡
さ
れ
、
よ
り
詳
細
に
自
分
の
身

体
の
状
態
が
数
値
化
さ
れ
、
何
が
正
常
値
よ
り
低
い
の
か
高
い
の
か
、
微
に
入
り

細
に
渡
り
検
証
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
政
府
が
企
業
に
対
し
健
康
診
断
を
義
務
化
し
、
国
民
の
健
康
管
理

を
し
て
く
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
国
民
全
員
を
公
的
医
療
保
険

で
保
障
し
、
国
民
か
ら
徴
収
す
る
保
険
料
の
他
に
多
く
の
公
費
を
投
入
し
て
い

る
。
し
か
し
、
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
よ
る
医
療
費
の
増
大
、
不
景
気

と
労
働
人
口
の
減
少
に
よ
る
保
険
料
収
入
の
減
少
は
日
本
の
財
政
を
圧
迫
し
、
医

療
費
の
抑
制
は
日
本
に
と
っ
て
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
私
た
ち
が
健
康
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
は
、
実
は
政
府
ひ
い
て
は
日
本
の
社
会
全
体
の

利
益
に
つ
な
が
る
こ
と
な
の
だ
。

実
際
、
政
府
は
国
民
が
健
康
で
あ
る
た
め
の
努
力
を
怠
ら
な
い
。
日
本
の
二
〇

一
九
年
に
お
け
る
平
均
寿
命
は
男
性
八
十
一
歳
、
女
性
八
十
七
歳
で
あ
り
、
健
康

寿
命
と
は
そ
れ
ぞ
れ
約
九
年
、
約
十
二
年
の
差
が
あ
っ
た
。
健
康
寿
命
と
は
生
存

期
間
を
「
健
康
な
期
間
」
と
「
不
健
康
な
期
間
」
に
分
け
、
前
者
の
平
均
値
を
求

め
る
こ
と
で
表
す
も
の
で
あ
る
。
従
来
は
平
均
寿
命
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
生

き
て
い
る
状
態
を
勘
案
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
認
識
が
高
ま
り
、
健
康
寿
命

と
い
う
考
え
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
九
年
に
策
定
さ
れ

た
「
健
康
寿
命
延
伸
プ
ラ
ン
」
は
、
二
〇
一
六
年
に
男
性
七
十
二
歳
、
女
性
七
十

五
歳
だ
っ
た
健
康
寿
命
を
、
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
男
性
七
十
五
歳
以
上
、
女
性
七

十
八
歳
以
上
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
健
康
寿
命
延
伸
プ
ラ
ン
は
、「
誰

も
が
よ
り
長
く
元
気
に
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
」
の
た
め
の
三
本
柱
の
一
つ
と

し
て
、「
雇
用
・
年
金
制
度
改
革
等
」
や
「
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
改
革
プ
ラ
ン
」

と
と
も
に
発
表
さ
れ
た
。
政
府
は
人
々
に
健
康
に
な
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

暑
く
て
も
寒
く
て
も
一
日
八
〇
〇
〇
歩
歩
き
、
塩
分
と
糖
分
と
脂
分
を
減
ら
し

た
食
事
を
す
る
。
こ
の
よ
う
に
人
々
が
健
康
の
た
め
に
節
制
す
る
行
為
は
国
家
の

意
志
の
内
面
化
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
多
少
癪し

ゃ
く

に
障
る
か
ら
と
い
っ
て
、

あ
え
て
不
健
康
な
生
活
を
す
る
必
要
な
ど
な
い
。
食
事
と
運
動
と
睡
眠
に
気
を
配

り
、
健
康
で
長
生
き
で
き
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
本
文
は
本
校
で
作
成
し
た
）
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〔
問
題
五
〕

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

倫
理
学
と
は
、
人
は
何
を
す
る
べ
き
か
、
何
を
し
て
は
い
け
な
い
か
と
い
っ
た

「
善
悪
」「
正
義
／
不
正
」
と
い
っ
た
問
題
を
追
求
す
る
哲
学
の
一
部
門
で
あ
る
。

通
常
わ
れ
わ
れ
は
、「
や
っ
て
い
い
こ
と
」「
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
を
漠

然
と
了
解
し
な
が
ら
、
日
々
を
暮
ら
し
て
い
る
。「
遅
刻
し
て
は
い
け
な
い
」「
約

束
を
破
っ
て
は
い
け
な
い
」「
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」「
人
を
傷
つ
け
て
は
い

け
な
い
」「
人
を
殺あ
や

め
て
は
い
け
な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
倫
理
的
規
範
は
、
い
ち

い
ち
説
明
し
な
く
て
も
了
解
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
だ
。
倫
理
的
規
範
は
直
観
的
に

了
解
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
リ
ス
ト
を
作
る
こ
と
で
す
ま
せ
よ
う
と
す
る
立
場
を

「
直
観
主
義
」
と
よ
ぶ
。

け
れ
ど
も
、
直
観
主
義
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
冤え
ん

罪ざ
い

を
着
せ
ら
れ
た
友
人
を
救
う
た
め
に
裁
判
の
証
人
台
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

朝
、
裁
判
所
に
向
か
っ
て
い
た
途
中
、
道
ば
た
の
川
に
子
ど
も
が
お
ぼ
れ
て
い
た

と
す
る
。
ま
わ
り
に
そ
れ
を
助
け
ら
れ
そ
う
な
人
は
自
分
し
か
い
な
い
が
、
そ
の

子
を
助
け
て
い
る
と
友
人
の
裁
判
に
遅
れ
、
か
れ
を
刑
か
ら
救
っ
て
や
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
人
命
救
助
と
友
情
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か

と
い
う
問
題
の
答
え
は
直
観
主
義
か
ら
は
で
て
こ
な
い
。

複
数
の
規
範
を
同
時
に
満
足
で
き
ず
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
況
を
「
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
」
と
よ
ぶ
。
複
数
の
倫
理
規
範
が
あ
る
か
ら
ジ

ア

⑴イ

レ
ン
マ
は
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
〈
唯
一
の
倫
理
原

理
〉
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
と
き
提
案
さ
れ
る
ひ
と
つ
は
〈
功
利
主
義
〉
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が

〈
規
範
主
義
〉
だ
が
、
カ
ン
ト
が
取
る
の
は
後
者
の
立
場
で
あ
る
。
認
識
の
形
式

的
構
造
に
よ
っ
て
存
在
が
説
明
さ
れ
る
の
と
同
様
、
行
為
の
倫
理
的
規
則
（「
何

を
お
こ
な
っ
て
も
い
い
か
」）
も
行
為
主
体
の
構
造
か
ら
導
か
れ
る
。
い
ま
、
カ

ン
ト
の
考
え
の
理
解
に
必
要
な
範
囲
内
で
功
利
主
義
を
見
て
み
よ
う
。

功
利
主
義
と
は
、〈「
で
き
る
だ
け
多
く
の
ひ
と
が
で
き
る
だ
け
幸
福
に
な
る
」

（「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」）
よ
う
な
行
為
は
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に

反
す
る
行
為
は
お
こ
な
う
べ
き
で
は
な
い
〉
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ベ
ン
サ
ム
や

ミ
ル
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
。

十
人
中
八
人
を
幸
福
に
す
る
行
為
は
、
十
人
中
二
人
を
幸
福
に
す
る
行
為
よ
り

よ
い
。
た
と
え
ば
、
喫
煙
者
二
人
、
非
喫
煙
者
七
人
と
い
う
オ
フ
ィ
ス
で
、
わ
た

し
が
喫
煙
す
る
こ
と
で
仲
間
が
増
え
て
幸
福
に
な
る
の
は
二
人
で
、
わ
た
し
が
禁

煙
す
る
こ
と
で
幸
福
に
な
る
七
人
よ
り
も
少
な
い
、
と
い
っ
た
場
合
、
わ
た
し
は

禁
煙
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
お
な
じ
く
十
人
中
五
人
ず
つ
を
幸
福
に
し
て
も
、

全
体
の
幸
福
度
が
よ
り
高
い
方
を
選
択
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
喫
煙
者

と
非
喫
煙
者
が
同
数
だ
っ
た
場
合
、
仲
間
が
増
え
る
と
い
う
喫
煙
者
の
幸
福
よ

り
、
健
康
が
損
な
わ
れ
な
い
と
い
う
非
喫
煙
者
の
幸
福
の
方
が
、
幸
福
と
し
て
は

よ
り
大
き
い
、
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
や
は
り
禁
煙
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵

ウ

エ
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こ
の
考
え
は
、
公
共
事
業
の
運
用
な
ど
に
つ
い
て
、
現
在
で
も
有
用
だ
。
た
と

え
ば
高
速
道
路
を
、
ほ
と
ん
ど
人
口
も
産
業
も
観
光
資
源
も
な
い
地
域
に
造
る
よ

り
は
、
首
都
圏
に
造
っ
た
方
が
、
物
流
コ
ス
ト
の
低
下
な
ど
に
結
び
つ
い
て
結
局

は
国
民
総
生
産
全
体
の
か
さ
上
げ
に
通
じ
る
、
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。

し
か
し
功
利
主
義
は
重
大
な
問
題
を
帯
び
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
野
中
の
一
軒

家
が
火
事
に
な
っ
て
お
り
、
二
人
の
人
間
が
助
け
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
救

え
る
の
は
自
分
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
迫
り
来
る
火
の
た
め
ど
ち
ら
か
一
人
し
か

救
え
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
助
け
を
求
め
て
い
る
一
人
は
世
界
的
脳
外
科
医
で

あ
り
、
も
う
一
人
は
脳
外
科
医
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
わ
た
し
の
母
親
だ
っ

た
。
こ
の
と
き
ど
ち
ら
を
救
う
か
と
い
う
問
題
で
、
人
情
と
し
て
は
母
親
を
助
け

た
い
と
思
う
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
功
利
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
場
合

助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
迷
う
余
地
な
く
脳
外
科
医
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
脳
外
科
医
が
生
き
延
び
た
方
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
手
術
を
受
け
幸
せ
に
な
る

人
の
数
が
、
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
だ
。
功
利
主
義
に
は
人
格
的
関
係
が
顧
み
ら
れ

な
い
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。

一
方
、
カ
ン
ト
の
考
え
を
理
解
す
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
の
選
択
を
す
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
討
す
る
の
が
よ
い
。
先
の
例
で
、
母
親
を
救
う
の
は
「
愛
情
」

「
人
情
」
に
よ
っ
て
行
為
す
る
結
果
で
あ
り
、
医
師
を
救
う
の
は
「
公
共
の
福
祉
」

を
優
先
す
る
結
果
と
い
え
る
。
具
体
的
な
行
為
の
選
択
と
は
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
の

行
為
を
正
当
化
す
る
一
般
的
行
為
原
則
の
ど
れ
を
選
択
す
る
か
の
問
題
な
の
で
あ

オ

⑶

る
。
行
為
を
正
当
化
し
、
も
し
く
は
選
択
す
る
た
め
の
一
般
的
行
為
原
則
に
は
、

今
あ
げ
た
ほ
か
に
、「
節
約
す
る
」「
約
束
を
守
る
」「
う
そ
を
つ
か
な
い
」「
不
公

平
は
い
け
な
い
」「
人
に
喜
ん
で
も
ら
う
」
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は

「
手
を
抜
け
る
と
こ
ろ
は
抜
く
」
と
い
っ
た
原
則
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
う
考

え
た
と
き
、
直
観
主
義
と
は
、
一
般
的
行
為
原
則
の
う
ち
推
奨
す
る
に
値
す
る
も

の
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
も
の
と
い
え
る
し
、
功
利
主
義
は
そ
の
う
ち
の

〈

Ａ

〉〈

Ｂ

〉
だ
け
を
選
択
し
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
カ
ン
ト
の

考
え
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

あ
る
状
況
に
お
い
て
、
一
般
的
行
為
原
則
と
し
て
な
に
を
選
択
し
、
具
体
的
に

ど
の
行
為
を
選
択
す
る
か
は
、
そ
の
都
度
行
為
主
体
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
結
果
、
同
じ
タ
イ
プ
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
て
も
、
な
に
を
行
為
原
則

と
し
て
選
択
す
る
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
当
然
、
選
択
結
果
も
異
な
る
。

そ
の
限
り
で
誰
も
が
自
由
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
と
き
、
ひ
と
つ
だ
け
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
行
為
原
理
が
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
に
お
け
る
最
低
限
の
義
務
、

規
範
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
い
ま
自
分
が
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
る
一
般
的
行
為
原 

則
を
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
全
員
が
選
択
し
た
場
合
に
、
な
に
か
困
っ
た

事
態
は
生
じ
な
い
か
、
そ
の
こ
と
を
つ
ね
に
チ
ェ
ッ
ク
せ
よ
」
と
い
う
規
範
だ
。

た
と
え
ば
、「
人
が
見
て
い
な
い
と
き
、
他
人
の
持
ち
物
を
持
ち
去
っ
て
い
い
」

と
い
う
原
則
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
を
自
分
一
人
が
お
こ
な
う
分
に
は
、
本
人

は
つ
か
ま
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
全
体
に
深
刻
な
問
題
が
生

⑷
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じ
る
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
一
般
原
則
を
、
社
会
に
属
す
る
行
為
主
体

全
員
が
行
っ
た
場
合
、
安
全
確
保
の
た
め
に
多
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
社
会
が
生

ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
般
原
則
は
選
択
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、「
自
分
だ
け
得
す
る
の
は
間
違
い
」「
自
分
だ
け
を
え
こ
ひ
い

き
し
な
い
、
自
分
を
例
外
に
し
な
い
」（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
否
定
）
と
い
う
の
が
カ

ン
ト
の
考
え
で
あ
る
。
と
は
い
え
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
自
分
だ
け
得
す
る
の
は

い
け
な
い
」
ば
か
り
で
な
く
、「
自
分
だ
け
損
す
る
の
も
い
け
な
い
（
自
己
犠
牲

の
否
定
）」。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

さ
き
に
あ
げ
た
行
為
原
理
を
カ
ン
ト
は
定
言
命
法
と
よ
ぶ
。「
健
康
で
い
た
い

な
ら
タ
バ
コ
は
吸
わ
な
い
方
が
い
い
」
な
ど
、
一
定
条
件
も
し
く
は
仮
定
の
も
と

で
あ
る
行
為
を
推
奨
す
る
も
の
を
「
仮
言
命
法
」
と
よ
ぶ
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
条

件
や
仮
定
に
同
意
す
る
ひ
と
に
と
っ
て
し
か
拘
束
力
が
な
い
。
定
言
命
法
と
は
、

一
切
の
条
件
や
仮
定
を
前
提
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
主
体
に
当
て
は
ま

る
命
法
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
先
に
挙
げ
た
〈
自
分
を
例
外
と
し
な
い
〉
と
い
う

も
の
だ
。

対
人
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
こ
の
命
法
は
自
分
の
利
益
ば
か
り
追
求
し

て
、
他
人
を
自
分
の
目
的
追
求
の
道
具
、
手
段
と
し
て
「
の
み
」
あ
つ
か
う
こ
と

の
禁
止
に
つ
な
が
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
各
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
や
生
き
甲

斐
、
人
生
の
目
的
を
持
ち
な
が
ら
暮
ら
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
具
体
的
状
況
下

に
お
け
る
行
為
の
選
択
は
多
様
で
あ
り
う
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
人
な
り
の

⑸

目
的
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
お
互
い
認
知
し
、
配
慮
し
あ
っ
て
行
為
す

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ず
か
ら
共
同
体
の
秩
序
は
成
立
す
る
。
各
自
が
自
分
の
目
的

を
追
求
す
る
か
ら
こ
そ
共
同
体
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
自
分
を
例
外
扱
い
す
る
者
が
い
る
と
、
各
自

が
自
分
の
目
的
を
追
求
す
る
と
い
う
、
共
同
体
成
立
の
大
前
提
が
崩
れ
て
し
ま

う
。
だ
か
ら
そ
れ
は
禁
じ
ら
れ
る
の
だ
。

こ
う
し
た
条
件
を
守
っ
た
う
え
で
、
行
為
は
す
べ
て
各
自
の
責
任
に
お
い
て
お

こ
な
わ
れ
る
。
自
分
の
判
断
に
基
づ
い
て
行
為
を
選
択
し
、
そ
の
結
果
に
対
す
る

責
を
負
う
こ
と
に
お
い
て
、
各
自
は
責
任
あ
る
人
格
（「
理
性
的
人
格
」）
た
り
う

る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
精
神
の
成
熟
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
未
熟
な
精
神

は
、
何
を
お
こ
な
い
、
何
を
決
め
る
に
も
他
人
の
意
見
に
頼
る
だ
ろ
う
。
た
し
か

に
、
ひ
と
は
は
じ
め
は
他
人
の
す
る
こ
と
を
見
習
い
な
が
ら
成
長
す
る
。
だ
が
、

や
が
て
す
べ
て
を
自
分
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
き
が
来
る
。
精
神

の
歩
み
を
補
助
し
て
く
れ
る
「
歩
行
器
」
か
ら
自
由
に
な
る
と
き
、
は
じ
め
て
人

は
成
熟
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
「
啓
蒙
」
と

い
っ
た
。
絶
対
主
義
王
権
か
ら
市
民
革
命
へ
の
移
行
を
導
く
思
想
だ
っ
た
啓
蒙
思

想
は
、
ロ
ッ
ク
な
ど
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
に
は
じ
ま
り
、
ル
ソ
ー
な
ど
フ
ラ
ン
ス

の
思
想
家
を
へ
て
、
カ
ン
ト
に
い
た
っ
て
確
固
と
し
た
定
式
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。 

（
貫
成
人
『
哲
学
マ
ッ
プ
』
よ
り
）

⑹
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問
1　

―
―
線
部
⑴
「
直
観
主
義
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
し
た
。
空
欄
に
当
て
は
ま
る
語

句
を
、
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
な
さ
い
（
句
読
点
や
「　

」
な
ど

の
記
号
も
一
字
に
数
え
る
）。

Ⅰ
（
20
字
）

と
い
う
倫
理
学
の
中

心
課
題
を
考
え
る
際
に
、
直
観
主
義
で
は
う
ま
く
解
決
で
き
な
い
事
例
が
あ

る
の
は
、
Ⅱ
（
2
字
）
の
規
範
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ⅲ
（
4
字
）
が
発

生
す
る
か
ら
で
あ
る
。

問
2　

―
―
線
部
⑵
「
功
利
主
義
」
の
説
明
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　

功
利
主
義
は
ど
れ
だ
け
多
く
の
ひ
と
を
幸
福
に
で
き
る
か
と
い
う
幸
福

の
享
受
者
数
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
の
幸
福
度
を
顧
み
る
こ
と

は
な
い
。

イ　

功
利
主
義
も
直
観
主
義
と
同
様
、「
愛
情
」
と
「
人
情
」
の
よ
う
な
複

数
の
規
範
の
う
ち
ど
ち
ら
を
選
択
す
べ
き
か
と
い
っ
た
判
断
基
準
を
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

ウ　

功
利
主
義
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
ひ
と
を
で
き
る
だ
け
幸
福
に
す
る
た

め
に
何
を
お
こ
な
う
べ
き
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
と
は
何
か
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。

エ　

功
利
主
義
は
あ
く
ま
で
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
助
け
を
求
め
て
い
る
人
が
誰
で
、
そ
の
ひ
と
を
助
け
る
の
が
誰
か
と

い
っ
た
関
係
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。

オ　

功
利
主
義
は
首
都
圏
な
ど
の
ひ
と
が
多
い
地
域
に
お
い
て
何
を
す
べ
き

か
を
考
え
る
際
に
は
現
在
で
も
有
効
だ
が
、
人
口
が
少
な
い
地
域
に
お
い

て
何
を
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

問
3　

―
―
線
部
⑶
「
一
般
的
行
為
原
則
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
語
句
を
本
文
中
の

線
部
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

問
4　

空
欄

Ａ

・

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

Ａ　

精
神
性　
　

Ｂ　

思
想
性

イ　

Ａ　

公
平
性　
　

Ｂ　

有
効
性

ウ　

Ａ　

直
観
性　
　

Ｂ　

論
理
性

エ　

Ａ　

関
係
性　
　

Ｂ　

人
間
性

オ　

Ａ　

主
体
性　
　

Ｂ　

規
則
性
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問
5　

―
―
線
部
⑷
「
カ
ン
ト
の
考
え
」
と
あ
り
ま
す
が
、
功
利
主
義
と
カ
ン
ト

の
考
え
と
で
は
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て

い
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

功
利
主
義
が
全
体
の
幸
福
量
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
の
考
え

は
個
人
の
幸
福
量
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

イ　

功
利
主
義
が
公
共
の
福
祉
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
の
考
え
は

愛
情
や
人
情
な
ど
の
感
情
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

ウ　

功
利
主
義
が
行
為
主
体
の
判
断
を
重
視
し
な
い
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
の

考
え
は
行
為
主
体
の
判
断
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

エ　

功
利
主
義
が
社
会
全
体
の
自
由
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
の
考

え
は
社
会
全
体
の
自
由
を
重
視
し
な
い
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

オ　

功
利
主
義
が
人
々
の
幸
福
の
質
を
重
視
し
な
い
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
の

考
え
は
人
々
の
幸
福
の
質
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

問
6　

―
―
線
部
⑸
「
自
分
だ
け
損
す
る
の
も
い
け
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
し
た
。
空
欄
【
ａ
】
〜
【
ｄ
】
に
当
て
は

ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
後
の
ア
〜
オ
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

【　
ａ　

】
は
そ
れ
ぞ
れ
【　

ｂ　

】
を
持
っ
た
人
々
が
生
活
し
、
人
々

は
各
人
が
【　

ｂ　

】
を
有
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
各
人
は
他
者
に
対
し
て
【　
ｃ　

】
す
る
よ
う
な
行
動
を
取
り
、
そ

れ
が
【　
ａ　

】
の
【　

ｄ　

】
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

【　

ｄ　

】
は
【　

ｂ　

】
を
持
つ
個
人
が
い
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
自
分
だ
け
損
を
す
る
と
い
う
行
為
を
カ
ン
ト
は
禁
じ
る

の
で
あ
る
。

ア　
ａ　

社
会　
　
　

ｂ　

目
的　
　
ｃ　

認
知　
　

ｄ　

条
件

イ　
ａ　

共
同
体　
　

ｂ　

自
由　
　
ｃ　

遠
慮　
　

ｄ　

利
益

ウ　
ａ　

社
会　
　
　

ｂ　

愛
情　
　
ｃ　

認
知　
　

ｄ　

規
範

エ　
ａ　

共
同
体　
　

ｂ　

目
的　
　
ｃ　

配
慮　
　

ｄ　

秩
序

オ　
ａ　

社
会　
　
　

ｂ　

自
由　
　
ｃ　

拘
束　
　

ｄ　

基
盤
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問
7

　
―
―
線
部
⑹
「
人
は
成
熟
し
た
と
言
え
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

に
な
れ
ば
「
成
熟
し
た
」
人
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た

も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア
　「
愛
情
」
や
「
人
情
」
よ
り
も
「
公
共
の
福
祉
」
を
優
先
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と

イ
　「
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
」
を
回
避
し
、〈
唯
一
の
倫
理
原
理
〉
を
見
出
す
よ

う
に
な
る
こ
と

ウ
　
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
で
き
る
だ
け
幸
福
に
な
る
よ
う
に
行
動
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と

エ
　
他
者
の
存
在
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
分
が
判
断
し
た
結
果
起
こ
っ
た
責
任

を
引
き
受
け
る
こ
と

オ
　
仮
言
命
法
を
前
提
と
し
、
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
生
き
て
い
く
か
を
考

え
る
よ
う
に
な
る
こ
と

問
8

　
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア
　「
善
悪
」
の
基
準
と
は
特
段
考
え
ず
と
も
分
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

基
準
を
列
挙
し
て
い
く
立
場
の
こ
と
を
倫
理
学
で
は
直
観
主
義
と
い
う
。

イ
　
功
利
主
義
も
規
範
主
義
も
〈
唯
一
の
倫
理
原
理
〉
と
し
て
提
出
さ
れ
た

と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
　
カ
ン
ト
は
複
数
の
倫
理
規
範
の
う
ち
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
、
具
体
的
な

場
に
お
い
て
行
為
主
体
が
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

エ
　
定
言
命
法
に
基
づ
く
と
、
自
己
の
利
益
だ
け
を
追
い
求
め
、
他
者
を
自

己
の
た
め
に
の
み
使
役
す
る
こ
と
は
人
間
関
係
に
お
い
て
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

オ
　
理
性
的
人
格
と
は
、
理
性
に
し
た
が
っ
て
論
理
的
、
か
つ
合
理
的
に
行

動
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
カ
ン

ト
は
「
啓
蒙
」
と
呼
ん
だ
。

（
以
下
余
白
）




