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日
本
人
の
日
常
の
行
動
原
理
は
、

近
隣
あ
る
い
は
世
間
の
思
惑
を
基
準

に
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
若
い
時

は
、
理
想
主
義
を
掲
げ
て
い
る
人

も
、
大
人
に
な
る
に
従
っ
て
、
環
境

へ
の
順
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

の
が
現
実
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
現
状
で
は
、
社
会
の
矛

盾
を
感
じ
た
り
、
そ
れ
に
対
し
て
真

剣
に
悩
ん
だ
り
す
る
人
は
そ
う
多
く

な
い
。

　
　
「
地
方
文
化
論
へ
の
試
み
」
の
著

者
は
、
そ
の
数
少
な
い
一
人
で
あ
ろ

　
こ
れ
は
、
戦
後
の
三
十
年
を
、
生

活
苦
と
戦
い
な
が
ら
、
常
に
自
己
の

向
上
を
求
め
、
人
間
と
し
て
、
ど
う

生
き
た
ら
よ
い
か
を
追
求
し
た
記
録

う
。

で
あ
る
。

　
著
者
自
身
、
「
私
に
と
っ
て
、
敗

戦
直
前
か
ら
現
在
に
い
た
る
年
月

は
、
私
な
り
に
で
は
あ
る
が
、
ほ
ん

と
う
に
多
端
で
あ
っ
た
」
と
述
懐
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
中
、
戦
後
を

生
き
て
き
た
人
達
に
と
っ
て
、
大
な

り
小
な
り
共
通
す
る
感
慨
と
言
え
よ

う
。
著
者
は
、
昭
和
三
十
八
年
、
長

い
都
会
生
活
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、

後
進
県
と
言
わ
れ
る
茨
城
県
へ
移
り

住
む
。
そ
こ
で
県
史
の
編
集
を
通
し

て
県
民
意
識
の
自
己
改
革
に
情
熱
を

も
や
し
、
東
京
と
い
う
都
会
で
は
得

ら
れ
な
か
っ
た
生
き
甲
斐
を
見
い
出

し
て
い
る
の
だ
。

　
本
書
は
、
Ｉ
東
京
を
す
て
て
十
余

年
、
Ⅱ
「
茨
城
の
歴
史
」
と
文
学
、

Ⅲ
雑
感
、
Ⅳ
日
記
抄
の
四
章
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
の
東
京
を
す
て
て
十
余
年

は
「
私
の
な
か
の
茨
城
」
「
岩
波
書

店
時
代
」
な
ど
石
川
次
郎
氏
と
の
対

談
形
式
で
述
べ
て
い
る
。
岩
波
書
店

の
「
世
界
」
と
い
え
ば
、
戦
後
の
日

本
の
思
想
界
を
リ
ー
ド
し
た
雑
誌
で

あ
っ
た
。
そ
の
編
集
に
従
事
し
た
著

者
が
、
茨
城
に
移
り
住
む
こ
と
に
な

　
っ
た
の
は
何
か
。
「
〝
文
化
果
つ
る

地
〟
へ
き
て
み
て
、
人
生
を
転
換
さ

せ
た
こ
と
の
意
味
み
た
い
な
こ
と
を

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う

か
」
と
い
う
間
い
か
け
に
、
「
広
い

東
京
で
は
、
世
界
が
非
常
に
狭
か
っ

た
が
、
茨
城
県
に
来
て
地
域
的
に
は

非
常
に
狭
い
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
も
、

あ
る
面
で
は
非
常
に
広
い
と
こ
ろ
で

こ
す
ね
。
」
と
答
え
て
い
る
。
東
京
を

す
て
た
の
は
、
中
央
か
ら
の
隠
遁
で

も
逃
避
で
も
な
い
。
都
会
の
偽
善
的

な
生
活
を
離
れ
て
、
地
域
的
に
は
狭

い
茨
城
の
、
あ
る
面
で
の
広
さ
を
じ

っ
く
り
と
見
す
え
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
住
民
の

生
活
の
根
底
に
あ
る
歴
史
的
な
泥
く

さ
い
生
活
意
識
に
目
を
向
け
、
こ
れ

を
改
革
し
て
い
く
こ
と
が
、
文
化
を

育
て
る
上
で
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
章
の
「
茨
城
の
歴
史
と
文
学
」

で
は
、
「
近
代
化
を
促
す
も
の
と
阻

む
も
の
」
「
水
戸
学
の
伝
統
」
な
ど

に
よ
り
為
政
者
に
よ
っ
て
色
ど
ら
れ

た
歴
史
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
の

歴
史
の
認
識
を
訴
え
、
人
間
性
の
開

放
な
く
し
て
は
真
に
よ
い
文
学
の
生

れ
る
素
地
が
な
い
と
説
い
て
い
る
。

創
作
六
編
は
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
い

が
、
特
に
「
大
学
教
授
の
威
厳
」
は

さ
り
げ
な
い
車
内
風
景
に
著
者
の
痛

烈
な
風
刺
が
描
か
れ
て
い
て
お
も
し

ろ
い
。

　
第
三
章
の
「
雑
感
」
で
は
、
「
紀

元
節
の
亡
霊
」
「
前
時
代
の
残
滓
」

等
現
代
社
会
や
地
域
社
会
の
矛
盾
に

つ
い
て
、
歴
史
家
と
し
て
の
大
胆
な

意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
封
鎖
性

の
強
い
こ
の
地
域
で
、
お
国
自
慢
と

な
っ
て
い
る
も
の
に
科
学
的
な
メ
ス

を
入
れ
批
判
し
て
い
く
こ
と
は
勇
気

の
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
抵
抗
を
お
そ
れ

て
い
て
は
、
社
会
の
進
歩
は
あ
り
得

な
い
。
「
歴
史
へ
の
あ
や
ま
れ
る
認

識
は
、
文
化
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
。

そ
れ
は
ま
た
〝
人
間
〟
の
蔑
視
に
つ

な
が
る
。
」
と
熱
っ
ぽ
く
語
り
か
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
「
日
記
抄
」
は
、
終
戦
直

前
か
ら
岩
波
書
店
の
時
代
、
茨
城
県

史
編
さ
ん
事
業
を
始
め
る
こ
ろ
ま
で

の
日
記
を
、
そ
の
ま
ま
載
せ
た
も
の

で
あ
る
。

　
最
愛
の
母
、
姉
、
弟
ま
で
も
戦
争

で
な
く
し
、
組
合
活
動
に
奔
走
し
な

が
ら
、
上
司
と
の
軋
轢
に
悩
み
、
酒

を
飲
ん
で
体
を
こ
わ
し
て
行
く
。
我

々
年
代
な
ら
こ
う
し
た
話
は
身
近
か

に
い
く
つ
か
あ
る
が
、
著
者
が
い
か

な
る
時
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て

の
一
面
を
失
わ
ず
、
人
生
に
真
剣
に

立
向
か
っ
て
行
く
姿
は
敬
服
に
値
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
本
書
は
、
「
地
方
文
化
論
へ
の
試

み
」
と
い
う
題
名
が
示
す
よ
う
に
、

文
化
論
を
大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
て

著
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
「
一
科

学
者
の
生
き
た
戦
後
史
」
と
も
い
え

る
地
味
な
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
章
の
端
ば
し
に
は
、
文
化
へ
の
貪

欲
な
志
向
と
情
熱
が
伺
え
一
人
の
人

間
の
生
き
ざ
ま
の
誠
実
な
記
録
で
も

あ
る
だ
け
に
読
む
人
の
心
を
打
つ
も

の
が
多
い
。
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