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絆

日
本
人
の
気
質
か
ら
考
え
る

「
絆
」と「
社
会
」

平ひ
ら

野の

瑠る

理り

（
愛
知
県
／
私
立
聖
霊
高
等
学
校
二
年
）

小泉信三賞
は
じ
め
に

一
般
的
に
は
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ

る
「
絆
」
と
い
う
言
葉
に
、
私
は
ど
こ
か
窮
屈
さ

を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
般
的
に
、「
絆
」
と

い
う
言
葉
は
「
断
ち
が
た
い
人
と
人
と
の
結
び
つ

き
」（『
明
鏡
国
語
辞
典
』）、「
家
族
相
互
の
間
に
ご

く
自
然
に
生
じ
る
愛
着
の
念
」
や
、「
親
し
く
交

わ
っ
て
い
る
人
同
士
の
間
に
生
じ
る
断
ち
難
い
一

体
感
」（『
新
明
解
国
語
辞
典
』）な
ど
と
定
義
さ
れ
る
。

社
会
は
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
で
成
立
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
学
校
に
し
て
も
企
業
に
し
て
も

「
絆
」
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
で
は
、
私
の
感
じ
て
い
る
漠
然
と
し

た
違
和
感
は
、
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
小
学
校
六
年
生
の
時
、
ク
ラ
ス
で
級
訓
を

決
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
み
ん
な
で
級
訓
の
案
を

持
ち
寄
っ
て
多
数
決
で
決
め
た
結
果
、
ほ
と
ん
ど

全
員
が
先
生
の
提
案
し
た「
絆
」に
票
を
入
れ
、「
ど

ん
な
辛
い
こ
と
・
苦
し
い
こ
と
も
み
ん
な
で
一
致

団
結
し
て
乗
り
越
え
よ
う
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
と
共
に
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
ク
ラ
ス
の
級
訓
と

な
っ
た
。「
絆
」
と
い
う
級
訓
自
体
は
珍
し
く
な

い
し
、
ク
ラ
ス
で
一
致
団
結
し
て
何
か
を
成
し
遂

げ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か

し
、
私
は
こ
の
時
「
絆
」
と
い
う
言
葉
の
有
無
を

言
わ
せ
ぬ
力
で
、
こ
の
「
ク
ラ
ス
」
と
い
う
枠
の

中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
感
覚
に

陥
っ
た
こ
と
を
今
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
。
私

は
一
人
で
何
か
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
好
き
だ

が
、
全
員
で
行
う
学
校
の
運
動
会
な
ど
は
正
直
苦

手
だ
っ
た
。
私
の
通
っ
て
い
た
小
学
校
の
運
動
会

で
は
、
全
員
が
ぴ
っ
た
り
そ
ろ
っ
た
行
進
で
入
場

し
、
運
動
場
に
体
育
座
り
を
し
て
服
に
砂
が
つ
い

て
も
「
一
人
だ
け
違
う
動
き
を
す
る
と
み
っ
と
も

な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
砂
を
払
う
こ
と
も
許

さ
れ
ず
、
校
歌
を
歌
う
と
き
に
は
声
が
出
て
い
な

い
と
怒
鳴
ら
れ
、
連
帯
責
任
で
全
員
が
も
う
一
度

歌
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
学

校
生
活
の
中
で
、
全
員
一
致
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

た
「
絆
」
を
、
私
は
素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
ん
な
自
分
が
お
か
し
い
の
か
と
悩
ん

だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
高
校
生
に
な
り
、
本
を
読
ん

だ
り
、
色
々
な
人
と
話
し
た
り
す
る
中
で
、
私
は

そ
の
時
の
違
和
感
が
、
日
本
の
社
会
の
特
徴
に
根

差
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
日
本
は
い
わ
ば
「
絆
」
社
会
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
国
家
や
権
力
の
与
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
の
「
絆
」
と
、
地
縁
的
・
血
縁
的
に
近
く

お
互
い
が
信
頼
関
係
に
あ
る
人
間
同
士
の
間
に
自

然
的
に
生
じ
る
「
絆
」
と
が
混
同
さ
れ
て
い
て
、

特
に
近
年
そ
の
傾
向
が
著
し
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
こ
を
整
理
し
た
上
で
、「
絆
」
と

ど
う
付
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
私
な
り
の

考
え
を
示
し
た
い
と
思
う
。

「
絆
」
と
「
想
像
の
共
同
体
」

学
校
は
「
絆
」
が
好
き
だ
。「
ク
ラ
ス
の
み
ん



な
と
の
絆
を
深
め
る
」
と
い
っ
た
類
の
言
葉
は
ど

こ
の
学
校
に
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。し
か
し
、

「
絆
」
が
最
初
に
挙
げ
た
辞
典
の
定
義
に
あ
る
よ

う
な
「
愛
着
の
念
」
や
「
断
ち
難
い
一
体
感
」
だ

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
特
定
の
友
人
と
の
間
に
は

自
然
に
生
ま
れ
て
も
、「
ク
ラ
ス
全
員
」
と
の
間

に
自
然
に
生
ま
れ
た
り
、
そ
れ
を
「
目
標
」
に
さ

れ
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。
私
が
こ
れ
と
よ
く
似
た
構
図
だ
と
感

じ
る
も
の
が
、
話
が
大
き
く
な
る
が
、「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
『
想
像
の

共
同
体
』
の
中
で
、
国
民
国
家
の
形
成
過
程
で
、

政
治
的
な
国
家
の
ま
と
ま
り
と
い
う
目
的
を
実
現

す
る
手
段
と
し
て
国
民
の
間
に
植
え
付
け
ら
れ
た

の
が「
自
分
た
ち
は
同
じ
共
同
体
に
属
し
て
い
る
」

と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
帰
属
意
識
で
あ

り
、
そ
れ
は
学
校
や
家
庭
の
よ
う
に
個
人
の
心
の

拠
り
所
と
な
っ
た
り
社
会
を
ま
と
め
た
り
す
る
役

割
を
果
た
す
一
方
、
集
団
へ
の
帰
順
を
個
々
の
成

員
に
強
い
る
強
制
力
と
し
て
の
力
を
持
っ
て
き
た

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
意

識
は
人
為
的
に
植
え
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
て
生
ま
れ
た
国
民
国
家
は
、
直
接
の
経
験

に
基
づ
か
な
い
と
い
う
点
で
「
想
像
の
共
同
体
」

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
直
接
関
わ
ら
な
い
、
あ
る

い
は
特
に
親
し
い
わ
け
で
も
な
い
人
と
の
間
に
も

一
体
感
を
持
た
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
、
ク
ラ
ス
目
標
と
な
っ
た
「
絆
」
と
同

じ
範
疇
に
属
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
絆
」
は
本
来
そ
う
し
た

意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
上
述
の
辞
典
の
定
義
で
も
、「
家
族
」
や
「
親

し
く
交
わ
っ
て
い
る
人
同
士
」
と
あ
る
通
り
、
も

と
も
と
「
絆
」
と
い
う
言
葉
は
自
分
が
直
接
的
経

験
的
に
関
わ
っ
て
い
る
人
々
と
の
関
係
に
つ
い
て

主
に
使
わ
れ
る
言
葉
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
集
団
意
識
の

拠
り
所
と
す
る
よ
う
な
意
味
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
。
読
売
新
聞
の
調
べ
に
よ
る
と
、
読
売

新
聞
を
含
む
全
国
四
紙
で
「
絆
」「
き
ず
な
」「
キ

ズ
ナ
」「
き
づ
な
」「
ｋ
ｉ
ｚ
ｕ
ｎ
ａ
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
た
記
事
数
は
、
二
〇
一
一
年
の
東
日

本
大
震
災
を
境
に
倍
増
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ

の
使
わ
れ
方
も
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
震
災
前

の
一
年
は
「
家
族
」
の
絆
と
い
う
形
で
多
用
さ
れ

て
い
た
「
絆
」
と
い
う
言
葉
が
、
震
災
後
一
年
は

復
興
に
関
す
る
文
脈
の
中
で
、「
地
域
」
や
「
住
民
」

と
の
結
び
つ
き
の
意
味
で
よ
り
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
身
近
な
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
た
『
絆
』

と
い
う
言
葉
が
、
震
災
と
い
う
過
酷
な
状
況
で
、

支
援
意
識
を
象
徴
し
、
社
会
性
を
帯
び
た
意
味
合

い
に
変
わ
っ
た
」
と
い
う
研
究
者
の
分
析
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
（
注
１
）。
つ
ま
り
、
震
災
を
境
に

同
じ
「
絆
」
と
い
う
言
葉
が
、
本
来
の
地
縁
的
・

血
縁
的
な
意
味
合
い
か
ら
、
社
会
全
体
を
包
含
す

る
意
味
合
い
に
広
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
「
絆
」
は
、「
想
像
の
共
同
体
」
を
ま
と

め
る
理
念
、言
い
換
え
れ
ば
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

そ
の
も
の
に
変
容
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
絆
」
社
会　

日
本

と
は
い
え
、「
絆
」
に
よ
っ
て
社
会
を
ま
と
め

よ
う
と
い
う
発
想
自
体
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

っ
て
新
し
く
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
社
会
全

体
を
家
族
の
比
喩
に
お
い
て
と
ら
え
て
、
そ
の
庇

護
と
束
縛
の
中
で
生
き
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に

日
本
人
の
国
民
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で

は
、東
日
本
大
震
災
以
後
の
「
絆
」
の
大
合
唱
は
、

ま
さ
に
日
本
人
の
国
民
性
に
根
差
し
た
現
象
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
人
論
の
古
典
と
い
え
る
『
風
土
』
の
中
で

和
辻
哲
郎
は
、
人
間
の
在
り
方
が
風
土
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
日
本
の
そ

れ
を
「
モ
ン
ス
ー
ン
的
」
と
分
類
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
家
」
と
い
う
集
団
を



皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
教
え
が
、ル
ー
ス
・

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
い
う
「
期
待
さ
れ
る
人
間
」
像

の
筆
頭
で
あ
り
、「
一
億
」
と
い
う
言
葉
で
ま
と

め
ら
れ
た
臣
民
の
連
帯
、
言
い
換
え
れ
ば
「
絆
」

が
こ
れ
ほ
ど
称
揚
さ
れ
た
時
期
は
、
二
〇
一
一
年

ま
で
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
戦
後
、
そ
う

し
た
国
家
主
義
へ
の
反
省
か
ら
憲
法
で
思
想
良
心

の
自
由
な
ど
が
保
障
さ
れ
、
法
的
な
面
で
は
個
人

主
義
的
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
少
な

く
と
も
江
戸
時
代
以
降
明
確
化
し
、
明
治
以
降
戦

中
を
ピ
ー
ク
に
強
化
さ
れ
た
「
絆
」
社
会
の
在
り

方
は
、
今
で
も
日
本
社
会
の
特
徴
で
あ
り
続
け
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
顕
著
な
場

の
一
つ
が
学
校
な
の
で
あ
る
。

「
絆
」
と
「
学
校
」

私
を
含
め
高
校
生
ま
で
の
学
生
に
と
っ
て
、
社

会
生
活
と
学
校
生
活
は
同
義
で
あ
る
と
言
っ
て
い

い
。
学
校
は
人
格
形
成
に
お
い
て
決
定
的
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
学
校
で
重
ん
じ
ら
れ

る
価
値
観
こ
そ
、
ま
さ
に
上
述
の
「
絆
」
社
会
の

そ
れ
な
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
学
校
は
個
の
独

立
性
よ
り
も
集
団
の
協
調
性
を
重
視
す
る
場
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」
と
い
う

こ
と
を
、
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
が
経
験
的
に
知
っ

て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。
実
際
に
教
育
学
的
な
観

団
そ
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
の
個
々
の
成
員

で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
識

は
江
戸
時
代
の
武
士
の
社
会
に
典
型
的
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
武
士
の
間
で
は
家
と

主
君
へ
の
忠
孝
が
絶
対
視
さ
れ
、
個
を
抑
え
全
体

を
活
か
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
一
人
の
不
始
末
が

全
体
の
責
任
と
な
り
、
最
悪
の
場
合
に
は
「
お
家

と
り
つ
ぶ
し
」
に
な
る
恐
怖
が
常
に
潜
在
し
て
い

た
と
い
わ
れ
る
。「
絆
」
が
家
族
な
ど
親
し
い
人
の

間
に
生
じ
る
断
ち
が
た
い
関
係
で
あ
る
と
す
る
な

ら
、
そ
の
関
係
そ
の
も
の
が
実
体
を
持
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
人
々
を
束
縛
す
る「
絆
」
社
会
が
、
日

本
の
伝
統
的
な
社
会
の
在
り
方
だ
っ
た
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
江
戸
時
代
の
武
士
は
人
口

比
で
い
え
ば
ほ
ん
の
一
握
り
の
支
配
階
級
だ
っ
た

わ
け
だ
が
、
明
治
以
降
理
想
化
さ
れ
た
日
本
人
の

イ
メ
ー
ジ
は
武
士
階
級
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
武
士
社
会
の
こ
の
価
値
観
が
日
本
社
会

全
体
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
が
極
端
な
形
で
表
現
さ
れ
た
の
が
、

先
の
大
戦
中
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
そ
の
当
時
、
国

民
を
「
天
皇
陛
下
の
赤
子
」
と
表
現
し
た
こ
と
か

ら
も
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
家
主
義
が
家
族
的

秩
序
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
教
育
勅
語
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
「
一

旦
緩
急
ア
レ
ハ
義
勇
公
ニ
奉
シ
以
テ
天
壌
無
窮
ノ

重
視
し
、そ
の「
う
ち
」と「
そ
と
」は
明
確
に
区

別
さ
れ
、「
う
ち
」に
お
い
て
は
個
人
の
区
分
が
消

滅
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
以
降
、
国

家
も
こ
の「
家
」の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
和
辻
哲
郎
自

身
は
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
そ
れ
で
も
日
本
に
お
い
て「
家
」を
一
つ
の

イ
メ
ー
ジ
と
し
た
集
団
主
義
が
社
会
全
体
に
浸
透

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

ま
た
、
戦
時
中
に
敵
で
あ
る
日
本
人
の
性
質
に

つ
い
て
研
究
し
た
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
ル
ー
ス
・

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
、「
平
等
の
『
権
利
』
を
獲
得

す
る
こ
と
で
は
な
く
責
務
を
果
た
す
こ
と
、『
自

由
な
』
人
間
に
な
る
の
で
は
な
く
『
期
待
さ
れ
る

人
間
』
と
な
る
こ
と
」（
注
２
）
が
日
本
人
に
と

っ
て
は
目
標
と
さ
れ
て
い
て
、
特
に
そ
の
期
待
は

家
族
的
な
階
級
秩
序
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
同
書
で
は
ジ
ェ
フ

リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ー
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
ゴ
ー
ラ
ー
は
、
小
さ
な
社
会
集
団
が
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
社
会
で
は
、
仲
間
が
非
難
や
攻

撃
を
さ
れ
た
場
合
に
保
護
す
る
の
が
常
だ
が
、
日

本
で
は
そ
の
非
難
を
撤
回
で
き
る
ま
で
自
分
の
集

団
に
は
背
を
向
け
ら
れ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
一
見
矛
盾
し
た
こ
と
が
起
き
る
の
は
、

日
本
で
重
視
さ
れ
て
き
た
の
が
「
家
」
と
い
う
集



も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
教
育
行
政
も
表
向
き
は
決

し
て
集
団
主
義
を
謳
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
特
定
の
価
値
観
を
押
し
付
け
た
り
、
主
体
性
を

も
た
ず
言
わ
れ
る
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
指
導
し

た
り
す
る
こ
と
は
、
道
徳
教
育
が
目
指
す
方
向
の

対
極
に
あ
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

な
ど
と
い
う
中
央
教
育
審
議
会
答
申
を
踏
ま
え
平

成
二
七
年
に
は
学
校
教
育
法
施
行
規
則
が
改
訂
さ

れ
、「
考
え
る
道
徳
」、「
議
論
す
る
道
徳
」
へ
の

転
換
が
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
見
、集
団
か
ら
「
個
」

へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ

の
中
身
を
見
れ
ば
、
例
え
ば
学
習
指
導
要
領
の
道

徳
に
関
す
る
記
述
で
は
個
性
に
関
す
る
部
分
が

「
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
の
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、
個
性
を
伸
ば
し
て
充
実
し
た
生
き
方
を
追
求

す
る
こ
と
。」
と
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
素
っ
気

な
く
書
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
学

校
で
の
集
団
生
活
に
つ
い
て
は
「
教
師
や
学
校
の

人
々
を
敬
愛
し
、
学
級
や
学
校
の
一
員
と
し
て
の

自
覚
を
も
ち
、
協
力
し
合
っ
て
よ
り
よ
い
校
風
を

つ
く
る
と
と
も
に
、
様
々
な
集
団
の
意
義
や
集
団

の
中
で
の
自
分
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
て
集
団

生
活
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。」、「
友
情
の
尊
さ

を
理
解
し
て
心
か
ら
信
頼
で
き
る
友
達
を
も
ち
、

互
い
に
励
ま
し
合
い
、
高
め
合
う
と
と
も
に
、
異

性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
悩
み
や
葛
藤
も
経

は
あ
た
ら
な
い
。
授
業
や
昼
食
の
時
間
ま
で
常
に

グ
ル
ー
プ
活
動
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
中
で
は
積
極

性
を
持
ち
つ
つ
「
出
る
杭
」
に
な
ら
ず
に
、
グ
ル

ー
プ
に
貢
献
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
こ
と
、そ
し
て
、

班
で
も
ク
ラ
ス
で
も
学
年
で
も
、集
団
に
は
「
絆
」

が
あ
る
べ
き
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
こ
と
は

逸
脱
、
問
題
行
動
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
な

ど
は
、
恐
ら
く
誰
も
が
経
験
し
、
そ
し
て
多
く
の

場
合
に
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
、
順
応

し
て
い
る
日
本
の
学
校
文
化
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

て
学
校
を
舞
台
に
形
作
ら
れ
る
「
絆
」
は
、
時
と

し
て
、私
自
身
の
小
学
生
の
時
の
体
験
の
よ
う
に
、

子
供
に
と
っ
て
絶
対
的
な
権
力
者
で
あ
る
先
生
た

ち
の
側
か
ら
極
め
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
目
標

で
も
あ
る
。
日
本
の
学
校
は
ま
さ
に
「
絆
」
社
会

形
成
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
幼
少
期
か
ら
青
年
期

に
か
け
て
徹
底
的
に
刷
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
日

本
社
会
全
体
の
「
絆
」
社
会
と
し
て
の
性
質
は
維

持
、
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ

ん
、
集
団
で
協
力
す
る
こ
と
は
決
し
て
悪
い
こ
と

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
上
述
の
調
査
に
あ

る
よ
う
に
自
己
肯
定
感
の
低
下
に
つ
な
が
っ
て
い

た
り
、「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」
と
い
う
意
識
に

結
び
つ
い
て
個
の
独
立
を
失
わ
せ
る
の
で
あ
れ

ば
、
社
会
に
と
っ
て
も
個
人
に
と
っ
て
も
望
ま
し

い
こ
と
と
は
い
え
ま
い
。

点
か
ら
の
研
究
で
も
、
諸
外
国
に
比
べ
日
本
の
学

校
は
集
団
主
義
的
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
集

団
主
義
が
日
本
の
子
供
の
自
信
を
奪
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
も
あ
る
。
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

が
二
〇
一
七
年
度
に
日
本
、
韓
国
、
中
国
、
米
国

の
高
校
生
を
対
象
に
行
な
っ
た
意
識
調
査
（
注
３
）

で
は
、「
私
は
価
値
の
あ
る
人
間
だ
と
思
う
」
と

い
う
質
問
に
「
そ
う
だ
」「
ま
あ
そ
う
だ
」
と
答

え
た
割
合
が
韓
国
八
三
・
七
％
、
中
国
八
〇
・
二

％
、
米
国
八
三
・
八
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本

は
四
四
・
九
％
と
突
出
し
て
低
い
結
果
と
な
っ
た
。

一
方
で
、
少
し
時
を
遡
っ
た
二
〇
〇
五
年
、
ベ
ネ

ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
東
ア
ジ
ア
五
都
市
の

三
～
六
歳
児
の
幼
児
を
持
つ
保
護
者
を
対
象
と
し

た
調
査
で
は
、「
母
親
の
子
供
の
将
来
に
対
す
る

期
待
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
他
人
に
迷
惑
を

か
け
な
い
人
」
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
答
え
た
割
合

は
ほ
か
の
都
市
は
い
ず
れ
も
二
六
％
以
下
な
の
に

対
し
、
日
本
は
七
一
％
と
、
こ
ち
ら
は
東
ア
ジ
ア

諸
国
の
中
で
も
突
出
し
て
高
く
な
っ
て
い
る
（
注

４
）。
こ
う
し
た
調
査
か
ら
は
、
集
団
の
中
で
異

質
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
気
を
配
り
、
集
団
に

対
し
て
個
の
価
値
を
低
く
み
な
す
日
本
人
の
気
質

が
見
て
取
れ
る
。

こ
う
し
た
調
査
結
果
は
、
実
際
に
日
本
の
学
校

で
生
活
し
て
い
る
身
か
ら
す
れ
ば
な
ん
ら
驚
く
に



人
と
国
の
間
に
結
ば
れ
る
絆
』
を
指
す
」
も
の
で
、

人
間
本
来
の
「
絆
」
は
「
お
互
い
が
自
由
意
志
で

結
ぶ
も
の
で
あ
る
」（
注
６
）
と
述
べ
て
両
者
を

明
確
に
区
別
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
為
政
者
が

「
絆
」
を
結
ぶ
こ
と
を
国
民
に
対
し
て
求
め
れ
ば
、

そ
れ
は
強
制
の
意
味
合
い
を
帯
び
、
い
ず
れ
は
脅

迫
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。

同
じ
構
図
は
、
教
育
の
場
に
も
あ
て
は
ま
る
。

伊
達
聖
伸
が
「『
上
か
ら
』
降
っ
て
く
る
の
が
『
公

的
な
も
の
』
と
観
念
さ
れ
、
そ
の
最
大
の
犠
牲
の

場
と
な
っ
て
い
る
の
が
学
校
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」（
注
７
）
と
述
べ
る
通
り
、
私
は
こ
の
「
絆
」

を
求
め
る
国
の
働
き
が
、
教
育
行
政
に
お
い
て
も

働
い
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。「
特
別
の
教

科
道
徳
」
の
学
習
指
導
要
領
を
読
み
進
め
て
、「
よ

り
よ
い
学
校
生
活
、
集
団
生
活
の
充
実
」
の
項
目

の
上
述
の
記
述
に
続
き
、「
郷
土
の
伝
統
と
文
化

の
尊
重
、
郷
土
を
愛
す
る
態
度
」、「
我
が
国
の
伝

統
と
文
化
の
尊
重
、
国
を
愛
す
る
態
度
」
と
い
う

徳
目
が
並
ぶ
の
を
見
る
時
、
学
校
で
称
揚
さ
れ
る

「
絆
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言

い
換
え
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ

と
は
、
邪
推
が
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

「
絆
を
取
り
戻
す
」

「
絆
」
の
意
味
は
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
で
急
速
に

意
見
を
表
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
実
際
に

重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
単
純

に
欧
米
の
個
人
主
義
が
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
欧
米
に
比
べ
日
本
の
学
校
が

個
よ
り
も
集
団
を
志
向
す
る
「
絆
」
社
会
で
あ
る

こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
絆
」

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
絆
」
そ
の
も
の
を
否

定
す
る
気
は
な
い
。
そ
う
し
た
感
情
が
自
然
に
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い

こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
が
違
和
感
を
覚
え
る
の

は
、
そ
の
「
絆
」
が
、
あ
る
べ
き
態
度
と
し
て
権

力
を
持
つ
側
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
押
し
付
け

ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
日
本
の
権
力
者
は
、「
絆
」

が
大
好
き
な
よ
う
だ
。総
理
大
臣
が
就
任
に
際
し
、

目
指
す
べ
き
社
会
像
と
し
て
「
自
助
、
共
助
、
公

助
、
そ
し
て
絆
」
を
掲
げ
た
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当
大
臣
が
「
こ
の
東
京
開
催

の
意
義
と
い
う
の
は
、
特
に
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
分

断
さ
れ
た
人
々
の
間
に
絆
を
取
り
戻
す
、
大
き
な

意
義
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
た
り

と
、「
絆
」
を
求
め
る
発
言
は
為
政
者
の
口
か
ら

度
々
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
絆
」
の

意
味
の
ね
じ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
フ
リ
ー

ラ
イ
タ
ー
の
赤
木
智
弘
は
「
こ
の
『
絆
』
と
は
『
個

験
し
な
が
ら
人
間
関
係
を
深
め
て
い
く
こ
と
。」

（
注
５
）
と
実
に
具
体
的
な
「
あ
る
べ
き
姿
」
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
個
性
重
視
」
な

ど
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
お
題
目
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
、
は
じ
め
か
ら
用
意
さ
れ
た
綺
麗
な
結

論
に
至
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
「
議
論
」
な
ど
を

通
じ
て
、
私
た
ち
は
小
学
生
の
頃
か
ら
身
を
も
っ

て
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
日
本
に
比
べ
個
人
主
義
的
な
社
会
で
あ

る
と
さ
れ
る
欧
米
で
は
、
道
徳
教
育
に
つ
い
て
も

日
本
と
は
か
な
り
違
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
例
え
ば
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
道
徳
教
育
の

代
わ
り
に
宗
教
教
育
を
置
き
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政

府
に
登
録
さ
れ
た
宗
教
団
体
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う

な
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い

て
、
価
値
観
の
多
様
性
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
重

き
が
置
か
れ
る
。
逆
に
フ
ラ
ン
ス
は「
ラ
イ
シ
テ
」

の
ル
ー
ル
の
も
と
宗
教
を
学
校
か
ら
徹
底
的
に
排

除
す
る
が
、
そ
れ
が
民
主
的
な
社
会
を
維
持
す
る

た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
説
明
し

た
上
で
、
教
師
の
個
人
的
価
値
観
の
押
し
付
け
も

抑
制
す
る
た
め
に
、
授
業
ス
タ
イ
ル
も
論
議
を
中

心
に
し
て
い
る
。
森
口
朗
は
著
書
『
誰
が
「
道
徳
」

を
殺
す
の
か　

徹
底
検
証
「
特
別
の
教
科　

道

徳
」』
の
中
で
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
道
徳
教

育
に
つ
い
て
、
授
業
の
仕
方
か
ら
、
自
分
な
り
の



か
ら
自
由
に
な
っ
た
時
、
私
た
ち
は
自
然
に
自
分

た
ち
の
手
に
「
絆
を
取
り
戻
す
」
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
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し
本
当
に
「
絆
を
取
り
戻
し
」
た

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
お
仕
着
せ
の
「
絆
」

に
人
々
を
は
め
込
む
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
に
生

ま
れ
る
は
ず
の
絆
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
阻
害
し
て

い
る
要
因
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
権
力
の
側
に
立

つ
者
が
唯
一
や
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
、
た
と
え
ば
経
済
的
、
社
会
的
格
差
や
不
公
正

を
是
正
す
る
こ
と
で
あ
り
、
集
団
に
混
じ
る
こ
と

が
苦
手
な
者
も
、
集
団
で
動
く
こ
と
が
好
き
な
者

も
そ
れ
ぞ
れ
対
等
な
者
と
し
て
互
い
の
違
い
を
尊

重
し
、
補
い
合
い
な
が
ら
社
会
を
作
っ
て
い
け
る

よ
う
な
心
理
的
態
度
を
涵
養
す
る
こ
と
で
あ
る
。

私
自
身
、
ク
ラ
ス
目
標
の
「
絆
」
に
強
烈
な
違

和
感
を
抱
い
た
小
学
生
の
頃
は「
他
の
人
と
違
う
」

こ
と
に
不
安
や
劣
等
感
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
今

は
そ
の
「
違
い
」
に
あ
る
種
の
誇
り
を
持
ち
つ
つ
、

自
分
と
違
う
価
値
観
の
人
と
話
す
こ
と
で
、
自
分

一
人
で
は
考
え
付
か
な
い
よ
う
な
気
付
き
が
得
ら

れ
る
こ
と
を
知
り
、
考
え
方
が
全
く
違
う
友
人
と

の
間
に
も
、
お
互
い
に
な
い
物
を
補
い
合
え
る
関

係
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
、
こ
う
し

た
関
係
を
こ
そ
「
絆
」
と
呼
び
た
い
。
そ
の
よ
う

な
「
絆
」
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
ク
ラ
ス
目
標

に
さ
れ
る
こ
と
も
、
政
治
家
か
ら
押
し
付
け
ら
れ

る
こ
と
も
必
要
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
束
縛

拡
大
し
、
小
は
学
級
か
ら
大
は
国
家
ま
で
、
権
力

を
持
つ
者
が
集
団
を
ま
と
め
る
た
め
の
便
利
な
道

具
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
て
き
た
。
東
日
本
大
震

災
と
い
う
未
曾
有
の
災
害
の
時
、「
絆
」
と
い
う

言
葉
が
傷
つ
い
た
人
々
を
支
え
た
こ
と
は
否
定
し

な
い
が
、
そ
れ
を
為
政
者
が
道
具
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
、「
絆
」
の
意
味
が
歪
め
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
。「
絆
」
と
い
う
漢
字
そ
の
も
の

は
成
り
立
ち
か
ら
言
え
ば
動
物
を
つ
な
ぐ
綱
の
こ

と
で
あ
り
、
皮
肉
に
も
そ
の
意
味
に
戻
り
つ
つ
あ

る
よ
う
に
も
見
え
る
。

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
来
の
「
絆
」
の
意

味
は
、
家
族
や
友
人
な
ど
親
し
く
交
わ
る
者
の
間

に
生
ま
れ
る
一
体
感
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
た

感
情
は
、
実
際
に
協
力
し
あ
い
、
相
手
を
受
け
入

れ
る
関
係
に
な
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
。
一
方
権
力

者
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
「
絆
」
は
、
一
定
の
枠
組

み
の
中
に
集
団
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
力
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
の
枠
の
中
に
入
り
「
絆
」
に
組
み

込
ま
れ
た
者
と
、
そ
う
で
な
い
者
を
分
け
る
力
に

も
な
る
。
そ
の
結
果
、他
者
に
対
す
る
寛
容
性
や
、

自
分
と
異
な
っ
た
価
値
観
と
向
き
合
お
う
と
す
る

受
容
的
な
態
度
が
失
わ
れ
、
本
来
の
意
味
で
の
絆

が
生
ま
れ
る
こ
と
を
妨
げ
分
断
を
も
た
ら
す
危
険

す
ら
あ
る
。「
絆
」
が
親
し
く
交
わ
る
者
の
間
に

自
然
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を




