
２
０
２
１
年
の
年
が
明
け
た
。
２
０
２
０
年
に
引
き

続
き
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-
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感
染
対
策
の
決
め
手
が
未
だ
見

え
な
い
状
況
に
あ
る
。
今
や
「W

ith

コ
ロ
ナ
」
と
い

う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
と
付
き
合
い

な
が
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ

の
よ
う
な
中
で
こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
や
幸
福
は
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
。
そ
し
て
私
た
ち
が
人
と
の
「
集
ま
り
」

の
中
で
共
有
し
、
育
ん
で
き
た
「
文
化
」
を
ど
の
よ
う

に
維
持
し
、
再
生
産
し
て
い
く
の
か
。「
こ
こ
ろ
」
か

ら
見
て
も
、
大
き
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
と
い
っ
て

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

筆
者
の
専
門
は
「
文
化
心
理
学
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
「
文
化
」
は
芸
術
や
伝
統
な
ど
に
は
限
ら
な
い
広

義
の
も
の
で
あ
り
、
生
活
習
慣
や
そ
の
背
後
に
あ
る
価

値
観
や
物
事
の
理
解
の
仕
方
な
ど
も
含
め
た
も
の
で
あ

る
。
人
は
長
い
歴
史
の
中
で
、
集
団
を
作
っ
て
生
活
を

し
て
き
た
。
集
団
生
活
の
中
で
こ
こ
ろ
の
働
き
を
進
化

さ
せ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
円
滑
に
生

活
を
維
持
し
、
互
い
の
命
を
守
り
合
う
た
め
に
、
何
ら

か
の
「
意
味
」
や
「
価
値
」
を
集
団
の
中
で
共
有
し
て

き
た
。
あ
る
い
は
集
団
内
外
の
関
係
性
を
確
認
し
て
紛

争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
や
、
集
団
の
生
産
性
を

あ
げ
る
こ
と
に
寄
与
し
て
き
た
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
文

化
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
群
れ
」
で
は
な

く
意
味
の
あ
る
「
集
合
」
と
し
て
機
能
し
、
生
産
性
や

生
存
可
能
性
を
飛
躍
的
に
進
化
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
次
世
代
に
自
分
た
ち
が
育
ん
だ
価
値
や
規
範
を

伝
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
文
化
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
文
学
や
音
楽
な
ど
の
芸
術
や
、

建
築
物
や
道
具
な
ど
の
人
工
物
を
物
理
的
空
間
に
結
実

さ
せ
、
次
世
代
に
伝
承
す
る
。
次
世
代
は
そ
う
し
て
引

き
継
い
だ
も
の
か
ら
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
を
生

き
る
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
や
知
能
の
働
き
は
「
文
化
」
か

ら
の
恩
恵
な
し
に
は
あ
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち

の
こ
こ
ろ
は
す
で
に
文
化
的
産
物
で
あ
る
と
い
え
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の　
　
　
　
　
　
　

反
応
に
お
け
る
文
化
差

日
本
で
は
「W

ith

コ
ロ
ナ
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
聞

か
れ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は“Beat the 

Corona”
〈

コ
ロ
ナ
に
打
ち
勝
て
〉
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
や
そ
の
対
策
に
は
現
時
点
で
は

国
や
地
域
の
違
い
が
大
き
く
見
ら
れ
て
い
る
。
人
口

10
万
人
あ
た
り
で
比
較
す
る
と
、
北
米
や
ブ
ラ
ジ
ル
、

欧
州
は
感
染
拡
大
の
ス
ピ
ー
ド
が
桁
違
い
と
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
台
湾
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
か
な
り
抑
え

込
み
に
成
功
し
て
お
り
、
韓
国
や
中
国
も
人
口
あ
た
り

で
の
比
較
で
は
日
本
よ
り
も
少
な
い
値
と
な
っ
て
い
る
。

筆
者
は
２
０
１
９
年
の
８
月
か
ら
２
０
２
０
年
の
３

月
ま
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
ア

メ
リ
カ
西
海
岸
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
20
年
２
月
ご
ろ

ま
で
の
ア
メ
リ
カ
で
は
コ
ロ
ナ
に
つ
い
て
は
「
対
岸
の

火
事
」
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
い
た

同
僚
た
ち
か
ら
は
「
日
本
の
家
族
は
大
丈
夫
な
の
か
」

と
よ
く
心
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
は
中
国

を
は
じ
め
と
し
て
東
ア
ジ
ア
圏
で
発
生
し
て
い
る
出
来

事
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
さ
え
な
ん
と
か
す
れ
ば
よ
い
だ

ろ
う
と
い
う
よ
う
な
楽
観
視
が
起
こ
っ
て
い
た
。
あ
れ

だ
け
の
多
民
族
国
家
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
働
き
手
が
相

当
数
い
る
ア
メ
リ
カ
の
反
応
と
し
て
は
、
今
と
な
っ
て

は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
楽
観
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て

実
際
、
３
月
に
入
っ
て
初
期
の
感
染
が
確
認
さ
れ
て
か

ら
は
本
当
に
「
あ
っ
」
と
い
う
間
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と

呼
べ
る
状
態
が
発
生
し
、
３
月
中
旬
に
は
筆
者
が
暮
ら

し
て
い
た
パ
ロ
ア
ル
ト
市
も
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
か
つ
て
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
町

の
中
心
部
か
ら
は
人
が
い
な
く
な
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
で

も
買
い
だ
め
す
る
人
た
ち
が
殺
到
し
て
物
が
棚
か
ら
消

え
つ
つ
あ
っ
た
。
お
互
い
に
近
所
で
も
「
怖
い
ね
え
、

気
を
つ
け
な
き
ゃ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い

た
が
、
と
は
い
え
持
続
的
な
脅
威
と
い
う
よ
り
は
「
と

も
か
く
し
ば
ら
く
乗
り
切
れ
ば
大
丈
夫
」
と
い
う
よ
う

に
、
一
過
性
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

思
う
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
買
い
出
し
に
来
て
い
る
人
が

「
南
部
で
は
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
来
る
前
に
、
こ
ん
な
風
な

買
い
出
し
を
よ
く
し
た
も
の
よ
」
と
話
し
て
い
る
の
を

耳
に
し
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
状

況
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
医
療
体
制
の
崩
壊
の
ニ
ュ
ー

ス
が
飛
び
込
ん
で
く
る
と
、
ど
ん
ど
ん
悲
観
的
な
ト
ー

ン
に
な
っ
て
い
っ
た
。
マ
ス
ク
が
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
マ
ス
ク
に
対
す
る
精
神
的
な
抵

抗
感
も
強
か
っ
た
た
め
、
当
初
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
を
守
ろ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。

5
ｍ
ほ
ど
あ
る
道
路
を
挟
ん
で
会
話
す
る
人
た
ち
を
見

か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
大
学
の
自
分
の
オ
フ
ィ
ス

に
も
（
た
と
え
個
人
部
屋
で
あ
っ
て
も
）
許
可
な
し
に
は

立
ち
入
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
研
究
活
動
も
日
常

生
活
も
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
た
め
予
定
よ
り
は
や
く

日
本
へ
と
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
食
事
会

や
ハ
グ
、
熱
心
な
会
話
を
重
要
視
す
る
ア
メ
リ
カ
の
人

た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
規
制
を
持
続
的
に
実
施
で

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
帰
国
し
て
か
ら
も
ず
っ
と
気

が
か
り
に
思
っ
て
い
た
。

日
米
に
お
け
る「
社
会
的
つ
な
が
り
」と　
　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
応

ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
お
い
て
は
、
出
会
っ
て
す
ぐ
の

他
者
で
あ
っ
て
も
家
庭
内
の
食
事
会
に
招
き
合
い
、
お

互
い
の
家
族
も
含
め
た
自
己
開
示
を
し
て
「
知
る
」
と

こ
ろ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
は
流
動
性
が
高
く
、
様
々
な
他
者
と
新
た
に
出
会

う
機
会
が
あ
る
環
境
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
社
会
に
お
い

て
は
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
る（
1
）。
そ
れ
は
日
本

的
な
「
歓
迎
会
」
に
似
た
部
分
も
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ

で
は
個
人
対
個
人
の
付
き
合
い
の
中
で
こ
れ
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
日
本
で
は
個
人
宅

を
訪
問
し
合
う
こ
と
に
は
抵
抗
感
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

ま
し
て
や
知
り
合
っ
て
間
も
な
い
他
者
で
あ
れ
ば
な
か

な
か
家
に
招
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
家
族

も
数
カ
月
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
の
間
に
、
よ
そ
の
お
宅
に

お
邪
魔
す
る
こ
と
や
、
自
宅
に
他
者
を
招
い
て
食
事
会

を
す
る
機
会
が
か
な
り
の
頻
度
で
発
生
し
て
い
た
。
個

人
主
義
社
会
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
だ
か
ら
こ
そ
、
相

手
が
何
を
し
て
い
る
人
な
の
か
、
こ
れ
か
ら
も
親
し
く

付
き
合
え
そ
う
な
の
か
を
見
極
め
、
選
択
す
る
た
め
に

も
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
個
人

主
義
と
い
っ
て
も
他
者
と
付
き
合
わ
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
当
然
他
者
と
の
助
け
合
い
や
情
報
の
交
換
に
よ
っ

て
社
会
も
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
方
法
が
日
本
的
な

「
ゆ
っ
く
り
親
し
く
な
る
」
と
か
「
義
理
や
人
情
で
付

き
合
う
」
と
い
う
も
の
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
相
手
の
表

情
や
言
動
か
ら
人
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
た
う
え
で
、

自
分
が
付
き
合
う
べ
き
相
手
と
す
る
か
ど
う
か
を
選
択

し
た
い
と
い
う
志
向
性
も
強
い
た
め
、
マ
ス
ク
で
顔
が

覆
わ
れ
た
状
態
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る

心
理
的
負
担
も
大
き
い
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
多
民

特
集

未
来
を
創
る
|
|
新
し
い
文
化
芸
術
の
か
た
ち

文
化
と
は
狭
義
の
芸
術
・
表
現
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、こ
こ
ろ
に
大
き
く
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
り
、

コ
ロ
ナ
禍
は
こ
う
し
た
「
こ
こ
ろ
の
文
化
」に
大
き
な
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
。

他
者
と
の
〝
つ
な
が
り
〟
を
確
認
し
、あ
る
い
は
新
た
に
創
出
す
る
「
機
会
」と「
場
」が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、

私
た
ち
の
幸
福
観
は
ど
こ
へ
漂
流
し
、
そ
れ
を
こ
の
先
も
繋
ぎ
と
め
る
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。

心
理
学
の
視
点
か
ら
、文
化
芸
術
が
果
た
し
得
る
社
会
的
な
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。

「
こ
こ
ろ
の
文
化
」

――
コロ
ナ
禍
の
幸
福
と
芸
術
の
役
割
を
考
え
る

U
chida Y

ukiko

内
田
由
紀
子

[

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授]
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█図1：農業の伝統によって協調性が育まれた

地域における
活動への

参加率の高さ

大規模な協力が
必要な生業地帯
（水田農業）

地域全体の
協調性

Uchida et al., 2019より

█図2：日米での幸福感にはこれだけ違いがある

█図3：幸福の意味や結果についての記述を集めると、アメリカでは
	 ほぼ100％肯定的だが日本では否定的な意味も含まれる

Uchida & Kitayama, 2009より
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族
国
家
で
、
個
人
主
義
的
、
か
つ
流
動
性
が
高
い
社
会

な
ら
で
は
の
傾
向
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
化
的
環
境
の
中
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
は
、
社
会
を
、
あ
る
い
は
人
の
こ
こ
ろ

を
不
安
に
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
ア

メ
リ
カ
で
は
「
自
分
だ
け
が
な
ぜ
我
慢
す
る
必
要
が
あ

る
の
か
」
と
い
う
認
識
が
生
じ
た
。
そ
し
て
懸
念
し
て

い
た
通
り
、
長
期
的
に
規
制
を
か
け
続
け
る
の
は
難
し

か
っ
た
。
ま
た
、
デ
ー
タ
に
よ
る
と
社
会
的
な
流
動
性

が
高
い
と
こ
ろ
で
は
感
染
が
広
が
り
や
す
い
と
い
う
こ

と
も
あ
り（
2
）、
日
本
よ
り
も
流
動
性
が
高
い
ア
メ
リ

カ
で
は
行
動
制
御
も
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
に
社
会
格
差

や
医
療
崩
壊
、
政
治
問
題
な
ど
様
々
な
事
柄
が
重
層
的

に
絡
み
、
ア
メ
リ
カ
の
感
染
拡
大
は
膨
れ
上
が
っ
て
し

ま
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
に
お
け
る
社
会
関
係
の
基
礎
は
、

他
者
と
の
集
合
活
動
を
ベ
ー
ス
に
す
る
協
調
・
共
同
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
ら
が
西
日
本
の
４
０
０

ほ
ど
の
集
落
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
て
実
施
し
た
社
会
調

査
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
日
本
の
農
業
地
域
で
は
特
に
協

調
性
が
育
ま
れ
や
す
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
水
田
農
業
地
域
に
お
い
て
は
水
資
源
や
土
地
の

管
理
が
重
要
、
か
つ
多
く
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
に
な

る
た
め
、
伝
統
的
に
人
手
を
集
め
て
様
々
な
こ
と
を
意

思
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
議
論
を
円
滑
に
す
る
べ
く
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
、
フ
ォ
ー
マ
ル
両
面
で
集
ま
っ
て
何
か

を
す
る
「
集
合
活
動
」
の
頻
度
が
高
い（
図
1
）。
多
く

の
人
が
関
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、
他
者
と
の
一
体
感

や
地
域
へ
の
所
属
心
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら

「
排
除
さ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
評
価
懸
念
が
生
じ
る

こ
と
が
見
出
さ
れ
て
き
た
（
3
）。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
が

「
個
人
に
よ
る
付
き
合
う
相
手
を
選
ぶ
」
ベ
ー
ス
で
の

社
会
交
流
を
促
進
す
る
の
に
対
し
、
日
本
の
社
会
で
は

組
織
や
集
団
な
ど
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
の
「
集
合
」
が

社
会
交
流
を
促
進
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
コ

ロ
ナ
禍
で
も
集
団
単
位
で
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
た

め
、
企
業
な
ど
の
集
団
が
社
会
交
流
を
ス
ト
ッ
プ
す
る

決
定
を
す
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
交
流
頻
度
は
減
る
が
、

逆
に
集
団
内
で
食
事
会
の
開
催
を
容
認
す
る
方
向
に
な

れ
ば
、
そ
こ
に
人
々
も
参
加
す
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。

２
０
２
０
年
の
春
ご
ろ
の
緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
い
て

は
集
団
の
意
思
決
定
は
「
交
流
不
可
」
に
舵
を
切
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
20
年
末
ご
ろ
に
な
る

と
逆
に
「
交
流
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
」
と
判
断

し
た
集
団
が
一
定
層
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

文
化
心
理
学
か
ら
見
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
米
で
の
幸
福
の
求
め
方
の
違
い

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
行
動
、
特
に
社
会
的
行
動
に

は
広
い
意
味
で
の
文
化
的
志
向
性
が
関
わ
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
文
化
心
理
学
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
文
化

の
中
に
存
在
す
る
価
値
観
と
こ
こ
ろ
の
働
き
の
関
わ
り

を
調
査
や
実
験
デ
ー
タ
を
通
し
て
実
証
す
る
研
究
分
野

で
あ
る
。
心
理
学
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
、「
こ
こ
ろ
の

外
側
に
あ
る
」
と
さ
れ
て
き
た
「
社
会
や
文
化
、
自
然

環
境
」
と
、「
こ
こ
ろ
の
働
き
」
を
分
け
て
考
え
、
こ

こ
ろ
の
普
遍
的
な
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
に
注
力
し
て

き
た
分
野
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
化
心
理
学
は
冒

頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
ろ
は
文
化
と
と
も
に
広

が
っ
て
き
た
と
い
う
理
解
の
も
と
、
こ
の
ふ
た
つ
を
理

論
的
に
は
分
離
し
な
い
考
え
に
基
づ
い
て
研
究
を
行
っ

て
き
た
。

文
化
は
人
の
集
団
の
中
に
出
来
上
が
っ
て
い
く
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
集
団
と
は
国
で
あ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
地
域
や
企
業
、
学
校
な
ど
の
中
で
形
成
さ
れ

る
文
化
も
あ
る
だ
ろ
う
。
文
化
の
影
響
を
知
る
う
え
で

最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
歴
史
的
背
景
や
成
り
立
ち

が
あ
る
程
度
異
な
る
文
化
を
比
較
す
る
と
い
う
手
法
と

日
本
で
は
「
昔
は
弱
か
っ
た
」
と
か
、「
精
神
的
な
弱

点
が
あ
る
」「
怪
我
を
乗
り
越
え
た
」
な
ど
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
身
近
で
普
通
の
人
物
が
人
々
の
支
え
を
受

け
な
が
ら
苦
難
を
乗
り
越
え
て
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
と
い

う
ス
ト
ー
リ
ー
が
報
道
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
見
出
さ
れ
て
い
る（
5
）。
ま
さ
に

「
山
あ
り
谷
あ
り
」
で
、
完
全
無
欠
で
は
な
い
努
力
型

の
物
語
を
私
た
ち
は
好
む
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
20
年

に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
ア
ニ
メ
『
鬼
滅
の
刃
』
で
も
、
完
全

無
欠
な
わ
け
で
は
な
い
主
人
公
が
悲
し
み
を
負
い
つ
つ

も
仲
間
や
先
達
か
ら
「
受
け
継
が
れ
た
思
い
」
を
具
現

化
す
る
べ
く
、
ひ
た
む
き
に
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
が

さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
日
米
比
較
研
究
が
頻
繁
に
行

わ
れ
て
き
た
。
両
者
で
は
理
想
と
す
る
感
情
に
も
違
い

が
あ
り
、
北
米
で
は
嬉
し
い
と
か
ウ
キ
ウ
キ
す
る
な
ど

興
奮
度
の
高
い
感
情
が
理
想
的
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
で
は
ほ
っ
と
す
る
と
か
落
ち
着
く
な
ど
の
覚
醒
度

の
低
い
感
情
が
理
想
的
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）（
図
2
）。

ま
た
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
報
道
に
つ
い
て
の
日
米
比
較

を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
個
人
の
選
手

の
強
さ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
て
分
析
を
す
る
よ
う
な

報
道
が
多
く
、
身
体
的
特
徴
に
つ
い
て
の
話
が
た
く
さ

ん
語
ら
れ
る
。
ま
さ
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
ス
ー
パ
ー

ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
像
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
あ
る
が
、

テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
幸
福
の
求
め
方
に
も
文
化
差
は
見
ら
れ

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
個
人
の
自
由
と
選
択
に
よ
る
機
会

の
拡
大
に
よ
る
リ
ソ
ー
ス
の
「
獲
得
」
と
、
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
自
尊
心
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
、
日
本
で
は
他
者

と
の
協
調
（
自
分
だ
け
が
突
出
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と

分
か
ち
合
う
幸
せ
や
人
並
み
感
）
と
、
喜
び
や
悲
し
み
を

そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
（「
自じ

然ね
ん

」
と
し
て
の
）
幸
福

と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
詳

し
く
は
拙
著
『
こ
れ
か
ら
の
幸
福
に
つ
い
て　

文
化
的
幸
福

観
の
す
す
め
』
を
参
照
）。
そ
し
て
ま
た
、
日
本
に
お
い

て
は
悪
い
こ
と
と
良
い
こ
と
が
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
の

が
人
生
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
〝
陰
陽
思
想
〟
も
根
付

い
て
い
る
と
い
え
る
（
図
3
）。

獲
得
志
向
的
な
幸
福
は
資
本
主
義
と
の
相
性
が
よ
く
、

そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
国
々
に
も
わ
か
り
や
す
く
受
け
入

れ
ら
れ
や
す
い
指
標
と
し
て
流
布
し
て
い
っ
た
。
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
の
拡
大
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
価
値
を

日
本
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
、
な
ん
と
か
こ

れ
ま
で
の
日
本
的
な
協
調
性
よ
り
も
個
人
の
主
張
を
受

け
入
れ
る
社
会
に
変
え
て
い
こ
う
と
も
が
い
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
価
値
転
換
と　
　
　
　
　
　
　

文
化
芸
術
の
果
た
す
役
割

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
状
況
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
こ
う
し
た
価
値
変
化
を
一
旦
立
ち
止
ま
ら
せ

る
き
っ
か
け
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
に
お

け
る
幸
福
は
よ
り
協
調
志
向
的
で
あ
っ
た
。
台
風
や
地
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█図4：「こころ揺るがす」体験が幸福感へつながる

経験したことに
 「意義」を
 見出す

日常の価値や 
他者との関係の 

再確認

畏怖・畏敬の念を
感じるような

「こころ揺るがす」
体験

幸福感

震
な
ど
の
天
災
が
多
い
日
本
で
は
、
集
合
的
な
脅
威
に

互
い
が
協
力
し
て
対
処
す
る
経
験
が
積
み
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
が
重
要
視
さ
れ
て
き

た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
は
天
災
と
共
通
す
る
部

分
（
自
分
の
身
体
上
の
リ
ス
ク
）
も
あ
れ
ば
、
異
な
る
部

分
も
あ
る
。
異
な
る
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
的
排
除

へ
の
不
安
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
感
染
し
た
ら
他
者
か
ら

ど
う
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
、
行
動
に
対
し
て
他
者
が

「
見
張
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
に
対
す
る
不
安
で
あ

る
。
特
に
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
意
思
決
定
が
信
頼
で
き
な

い
、
あ
る
い
は
遅
す
ぎ
る
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
、

互
い
の
見
張
り
合
い
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
秩
序
に

頼
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
、
マ
ス
ク
は
「
し
て
い
る

か
し
て
い
な
い
か
」
が
目
に
見
え
る
の
で
、
規
範
順
守

の
態
度
の
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
機
能
し
や
す
く
、
結
果
と

し
て
日
本
で
の
マ
ス
ク
着
用
率
の
高
さ
は
相
当
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
互
い
の
見
張
り
に
よ
る
行
動

規
制
で
感
染
予
防
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
本
来
、
見
張
り
機
能
が
う
ま
く
い
く
の

は
互
い
の
行
動
が
理
解
で
き
る
程
度
の
小
集
団
に
限
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
見
張
り
機
能
だ
け
で
は
う
ま

く
い
か
ず
に
社
会
的
秩
序
が
徐
々
に
崩
れ
始
め
る
リ
ス

ク
を
包
含
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
「
誰
か
が
ル
ー
ル
を

破
る
な
ら
自
分
だ
け
が
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
し
、
ま
あ
い
い
や
」
と
い
う
傾
向
に
も
陥
り
や
す
い

と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
何
よ
り
、
見
張
り
機
能
が
暴
走

す
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
て
し
ま
っ

た
人
へ
の
心
無
い
バ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て

し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
陥
る
以
前
か
ら
す
で
に
、
日
本
的
な
こ

こ
ろ
の
中
で
は
伝
統
的
な
協
調
性
と
新
し
く
導
入
さ
れ

た
独
立
性
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
軋
轢
）
が
生
じ
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
よ
り
、
協

調
性
と
独
立
性
は
双
方
と
も
に
、
良
い
面
（
ポ
ジ
）
と

悪
い
面
（
ネ
ガ
）
が
同
時
に
発
露
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
た（
6
）。
す
な
わ
ち
、
独
立
性
は
主
体
的
で
自

由
な
意
思
決
定
を
促
進
す
る
一
方
で
、
競
争
性
や
過
度

な
権
利
意
識
を
高
め
て
き
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、

協
調
性
は
他
者
と
の
つ
な
が
り
に
心
地
よ
さ
を
覚
え
る

部
分
と
、
つ
な
が
り
が
規
範
化
す
る
こ
と
に
よ
る
息
苦

し
さ
の
両
方
を
与
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
リ
モ
ー
ト

ワ
ー
ク
を
し
て
い
て
も
、
お
互
い
が
疑
心
暗
鬼
に
な
れ

ば
「
さ
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
リ
ス
ク
防
止
の

た
め
の
対
策
に
時
間
が
割
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
、
結
局
の
と
こ
ろ
出
勤
を
選
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
で
こ
う
し

た
「
ネ
ガ
」
の
部
分
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
ら

ば
、
今
私
た
ち
が
考
え
て
い
く
べ
き
指
針
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
協
調
性
と
独
立
性
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
を
引

き
出
し
て
く
れ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
た
と

き
に
、
文
化
芸
術
が
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
及
ぼ
す
影
響

は
と
て
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

ひ
と
つ
は
文
化
芸
術
に
触
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
世

界
観
の
範
囲
と
は
ス
ケ
ー
ル
の
違
う
視
点
で
物
事
を
考

え
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に

閉
じ
こ
も
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
し
ま
う
コ
ロ
ナ
禍
の

状
況
で
、
こ
こ
ろ
を
開
放
し
、
他
者
の
世
界
観
に
触
れ

る
こ
と
、
物
語
の
中
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
み
る
こ
と
の
持

価
値
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
い
う
要

素
が
含
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
他
者
へ
の
信
頼
関
係
や
安
心

の
源
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
在
、
筆
者
ら
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
感
動
や
畏
怖
・

畏
敬
の
念
（
英
語
で
い
う“Aw

e”

）
が
も
た
ら
す
効
果
を

検
討
し
て
い
る
が
、
自
然
の
力
や
脅
威
を
感
じ
た
と
き

の
畏
怖
・
畏
敬
の
念
は
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
日
常
的

な
価
値
の
見
直
し
に
つ
な
が
り
、
そ
こ
か
ら
幸
福
感
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
が
見
え
て
き
て

い
る（
8
）（
図
4
）。
ま
た
、
感
動
は
こ
こ
ろ
を
大
き
く

揺
さ
ぶ
り
、
人
生
の
中
で
大
切
な
価
値
に
気
づ
か
せ
て

く
れ
る
も
の
で
あ
る（
9
）。
芸
術
や
文
化
は
他
者
の
目

を
通
し
て
私
た
ち
の
日
常
か
ら
「
少
し
離
れ
た
目
線
」

で
の
問
い
か
け
を
行
う
一
方
で
、
私
た
ち
が
日
ご
ろ
か

ら
大
切
に
し
て
き
た
価
値
観
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
。

た
と
え
ば
映
画
を
見
て
涙
を
流
す
、
物
語
性
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
よ
う
な
音
楽
に
浸
る
、
そ
う
し
た
感
情
の

揺
れ
を
人
は
求
め
て
い
る
し
、
他
者
の
感
情
の
揺
れ
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
同
じ
感
動
を
分
か
ち
合
え

る
」
こ
と
で
の
互
い
の
信
頼
関
係
を
高
め
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
簡
単
に
他
者
と
つ
な
が
り
を
確
認
す
る

こ
と
が
し
に
く
く
な
り
、
目
の
前
の
こ
と
に
必
死
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
人
と
の
「
こ
こ
ろ

の
つ
な
が
り
」
を
確
認
で
き
る
よ
う
な
感
動
の
共
有
が

求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
新
し
く
付
き
合

う
相
手
を
選
ぶ
ア
メ
リ
カ
的
な
交
流
で
も
、
集
団
内
で

一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
を
通
し
た
日
本
的
な
交
流
で
も
、

共
通
す
る
要
素
で
あ
ろ
う
。
人
が
た
く
さ
ん
集
ま
る
大

き
な
ホ
ー
ル
で
の
芸
術
鑑
賞
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
残
念
極
ま
り
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
読
書
、

音
楽
鑑
賞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
し

て
芸
術
的
活
動
と
何
ら
か
の
形
で
接
触
し
て
い
る
人
が

大
半
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
芸
術
や
文
化
は
単
に

余
暇
と
し
て
楽
し
む
も
の
で
は
な
く
、
集
団
内
で
の
互

い
の
共
感
や
助
け
合
い
を
通
じ
て
生
き
延
び
て
き
た
私

た
ち
の
こ
こ
ろ
が
欲
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
機

能
を
有
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
点
で
文
化
や
芸
術
は
余

剰
な
ど
で
な
く
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
幸
福
と

と
も
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

内
田
由
紀
子
（
う
ち
だ
・
ゆ
き
こ
）

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
。
専
門
は
文
化
心
理
学
・
社
会
心
理

学
。
１
９
９
８
年
、
京
都
大
学
教
育
学
部
教
育
心
理
学
科
卒
業
。
２
０
０
３
年
、
京

都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
人
間
・
環
境
学
）。

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
各

客
員
研
究
員
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
、
准
教
授
を
経
て
、

19
年
よ
り
現
職
。
10
～
13
年
ま
で
内
閣
府
「
幸
福
度
に
関
す
る
研
究
会
」
委
員
、

「
た
ち
ば
な
賞
」（
京
都
大
学
優
秀
女
性
研
究
者
賞
）、「
日
本
心
理
学
会
国
際
賞
（
奨

励
賞
）」
各
受
賞
。『
こ
れ
か
ら
の
幸
福
に
つ
い
て　

文
化
的
幸
福
観
の
す
す
め
』

（
新
曜
社
）
な
ど
著
書
・
論
文
多
数
。

つ
意
義
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
文
化
芸

術
作
品
に
は
、
そ
の
作
り
手
の
文
化
的
価
値
観
や
世
界

観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
感
覚
を
通
し
て
物
事
を

見
る
こ
と
で
、
自
分
と
は
異
な
る
世
界
を
体
験
す
る
こ

と
さ
え
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
移
動
が
物
理
的
に
制

限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
が
生
み

出
し
た
作
品
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
自
由
に
想
像
力
を

膨
ら
ま
せ
、
作
者
が
見
出
し
た
喜
び
や
悲
嘆
、
驚
き
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
動
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
ろ
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す

も
う
ひ
と
つ
は
、
日
々
の
価
値
へ
の
気
づ
き
で
あ
る
。

筆
者
の
グ
ル
ー
プ
が
か
つ
て
東
日
本
大
震
災
の
際
に

行
っ
た
調
査
で
は
、
震
災
後
に
何
気
な
い
日
常
や
身
の

回
り
の
他
者
の
重
要
性
を
再
評
価
す
る
傾
向
が
見
ら
れ

た（
7
）。
コ
ロ
ナ
禍
で
も
こ
う
し
た
日
常
や
家
族
と
の

つ
な
が
り
に
関
す
る
言
及
は
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
見
張
り
」

と
は
異
な
る
、
よ
り
良
い
形
で
の
協
調
性
で
あ
り
、
信

頼
関
係
と
、
他
者
に
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
協
調
性
は
う
ま
く
機
能
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
相
手
を
思
い
や
り
、「
自
分
が

他
者
に
感
染
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
対
策
を
と

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
家
族
や
友
人
、
自
分
の
居
場

所
で
あ
る
町
や
職
場
が
、
ど
う
す
れ
ば
大
変
な
状
況
の

中
で
も
少
し
で
も
「
良
い
状
態
」
を
保
つ
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
は
せ
る
力
に
な
る
。
文

化
芸
術
に
は
「
感
動
す
る
」
こ
と
で
私
た
ち
が
互
い
の
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