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私
た
ち
一
般
人
の
日
常
生
活
の
内
外
に
相
関
連
す
る
社
会
的
現
実
は
、
こ
の
二
三
年
益
々
複
雑
多
岐
、

錯
綜
、
紛
乱
を
極
め
て
来
て
い
る
。
こ
う
い
う
社
会
の
激
し
い
矛
盾
の
有
様
は
、
将
来
ど
う
な
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
こ
の
よ
う
に
巨
大
決
裂
の
予
感
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
社
会
は
過
去
に
ど
の
よ
う
な

歴
史
を
辿
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
現
実
の
根
源
の
推
移
を
司
る
力
と
い
う
も
の
が
あ

る
な
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
法
則
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
知
り
た
い
と
い
う
心
持
は
、
近
頃

の
読
書
分
子
の
生
活
欲
求
の
中
に
強
く
作
用
し
て
来
て
い
る
。
歴
史
を
読
み
た
い
と
い
う
人
々
が
著
し
く

殖
え
て
来
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
今
日
の
諸
現
象
を
、
い
く
ら
か
で
も
正
確
に
、
本

質
的
に
理
解
し
得
る
き
っ
か
け
を
捕
え
た
い
望
み
で
あ
り
、
古
本
屋
で
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
無
い
古
典
が
多

く
売
れ
る
事
実
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
笠
書
房
で
出
版
さ
れ
て
い
る
唯
物
論
全
書
の
仕
事
も
、
今
日
の
我
々
の
周
囲
を
と
り
か
こ
む
社
会
の

色
調
と
の
対
照
に
於
て
、
深
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
社
会
の
底
潮
の
頼
も
し
さ
を
も
感

じ
さ
せ
る
。

　
新
島
繁
氏
が
こ
の
全
書
の
一
冊
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
「
社
会
運
動
思
想
史
」
は
、
今
日
の
日
本
に
お
け

る
こ
の
種
の
本
の
存
在
の
意
味
と
、
そ
れ
を
読
も
う
と
す
る
人
々
の
人
間
的
な
知
性
の
活
溌
さ
と
い
う
も
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の
に
、
実
に
愛
を
傾
け
て
書
か
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
著
者
は
こ
の
三
百
二
十
余
頁
の
小
冊
子
の
中
に
、

人
間
の
能
動
的
意
志
と
し
て
の
歴
史
を
科
学
的
に
叙
述
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

を
「
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
の
叙
述
」
と
し
、
読
者
の
知
識
慾
に
答
え
る
と
共
に
人
類
の

営
々
た
る
進
歩
の
た
め
の
努
力
、
献
身
へ
の
共
感
を
呼
び
さ
ま
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
全
書
の
他
の
本
と
比
べ
る
機
会
は
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
「
社
会
運
動
思
想
史
」

ぐ
ら
い
、
著
者
の
胸
の
鼓
動
が
あ
り
の
ま
ま
に
つ
た
わ
っ
て
い
る
解
説
書
は
類
が
す
く
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
長
所
と
欠
点
と
に
お
い
て
、
著
者
は
全
く
自
己
の
真
心
を
披
瀝
し
て
お
り
、
読
者
の
人

間
性
の
皮
膚
に
じ
か
に
ふ
れ
ん
と
す
る
情
熱
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
解
説
的
、
入
門
的
な
本
の

書
き
か
た
に
お
け
る
新
た
な
親
し
み
深
さ
、
人
柄
の
流
露
の
タ
イ
プ
を
提
出
し
て
い
る
と
思
う
。

　
序
文
に
よ
る
と
、
著
者
は
初
め
、
今
私
達
の
目
前
に
あ
る
の
と
は
異
っ
た
プ
ラ
ン
で
、
こ
の
本
の
準
備

を
さ
れ
た
ら
し
い
。
現
在
の
主
篇
を
第
一
篇
西
洋
と
し
て
、
第
二
篇
に
東
洋
の
歴
史
を
と
り
あ
げ
、
第
三

篇
に
は
婦
人
の
解
放
史
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
本
で
は
枚
数

と
そ
の
ほ
か
の
理
由
で
、
社
会
思
想
前﹅
史﹅
と
も
い
う
べ
き
内
容
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
東
洋
、
婦
人
の
部
分

は
著
者
に
よ
っ
て
ふ
れ
ら
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
本
の
読
者
と
し
て
、
私
は
謂
わ
ば
最
も
初
歩
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
引
用
さ
れ
て
い
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る
多
く
の
古
典
に
つ
い
て
も
批
評
を
加
え
る
力
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
著
者
が
忠
実
に
そ
の
出
典
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
態
度
に
は
、
親
切
さ
を
感
じ
た
。

　
古
代
奴
隷
社
会
を
説
き
つ
つ
、
こ
の
著
者
が
、
昨
今
日
本
の
反
動
的
な
一
部
の
文
芸
家
に
よ
っ
て
極
め

て
悪
質
に
利
用
さ
れ
て
い
る
「
経
済
学
批
判
の
序
論
」
の
末
尾
で
マ
ル
ク
ス
が
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
の
「
順﹅
当﹅

な﹅
」
達
成
に
ふ
れ
て
云
っ
て
い
る
言
葉
を
、
決
し
て
マ
ル
ク
ス
自
身
「
絶
対
的
に
美
化
し
て
い
な
い
こ
と
」

そ
の
段
階
を
人
類
史
の
大
局
か
ら
は
マ
ル
ク
ス
自
身
が
「
未
成
熟
」
と
し
「
二
度
と
再
び
帰
ら
ぬ
」
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
点
な
ど
、
単
な
思
想
史
に
は
見
出
さ
れ
な
い
プ
ラ
ス
で
あ
る
。
ウ

ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
「
市
民
社
会
史
」
の
訳
者
で
あ
る
こ
の
著
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
主
篇
第
三
、

第
四
は
全
巻
中
最
も
興
味
ふ
か
く
且
つ
豊
富
な
部
分
な
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
部
分
が
有
益
で
あ
り

面
白
け
れ
ば
面
白
い
程
私
は
一
層
つ
よ
く
或
る
残
念
さ
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
著
者
が
最
初
の
プ
ラ
ン
を

実
現
し
得
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
か
く
も
面
白
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
社
会
成
立
の
過
程
に
日
本
の
そ
の
時

代
の
歴
史
的
相
貌
を
対
照
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
憾うら
み
で
あ
る
。
東
洋
の
足
ど
り
を
そ
の
大
略
に
於
て
と

り
入
れ
る
こ
と
は
果
し
て
絶
対
に
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
特
に
今
日
の
東
半
球
の
波
瀾
は
、
読
者
の

心
に
渇
望
に
近
い
そ
の
要
求
を
呼
び
さ
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
の
常
識
が
受
け
て
い
る
苦
痛
は
、
過
去
の
歴
史
が
、
い
つ
も
地
球
を
西
と
東
と
に
わ
け
て
語
ら
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れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
東
西
を
一
貫
し
互
に
照
応
し
合
う
歴
史
的
現
実
と
し
て
綜
合
的
に
掴
ん
で
示
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
本
の
著
者
の
人
間
的
感
情
と
世
界
観
と
は
、
西
と
東
と
の
区
分
を
踏
襲
し

よ
う
と
す
る
保
守
性
な
ど
を
持
た
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
も
し
こ
の
次
に
こ
の
種
の
労
作
が
期
待
さ

れ
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
一
読
者
の
希
望
と
し
て
、
東
洋
を
あ
り
き
た
り
の
東
洋
篇
に
分
け
ず
、
東
西
相
照

し
合
う
立
体
的
関
係
に
於
て
、
こ
の
社
会
運
動
思
想
史
の
裡
に
綯な
い
ま
ぜ
て
、
東
洋
の
断
面
を
も
示
さ
れ

た
ら
、
さ
ぞ
愉
快
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
更
に
、
こ
の
著
者
の
温
い
情
緒
と
意
志
と
に
よ
る
よ
り
高
い
業
績
へ
の
期
待
の
上
に
立
っ
て
云
わ
せ
て

貰
え
ば
、
こ
の
本
は
、
著
者
の
善
意
の
量
と
必
ず
し
も
匹
敵
す
る
だ
け
、
技
術
的
に
う
ま
く
書
か
れ
て
い

る
と
は
云
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
素
人
考
え
で
云
え
ば
、
整
理
の
し
か
た
に
幾
分
の
混
雑
が
あ
る
。

著
者
は
自
身
の
勉
強
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
者
の
労
作
か
ら
の
引
用
を
率
直
に
利
用
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
引
用
文
と
引
用
文
と
の
間
の
接
続
が
強
固
な
思
索
の
リ
ズ
ム
で
行
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

よ
う
に
思
え
る
し
、
著
者
が
或
る
結
論
に
到
達
し
た
推
論
の
過
程
な
ど
も
、
小
冊
子
で
は
出
来
る
だ
け
要

約
さ
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
た
方
が
読
者
の
理
解
に
便
宜
で
あ
る
と
も
思
え
た
。

　
こ
の
「
社
会
運
動
思
想
史
」
と
い
う
本
は
、
何
か
パ
ン
種
の
よ
う
な
本
だ
と
思
う
。
こ
の
本
に
は
、
読

者
に
そ
れ
だ
け
の
熱
意
さ
え
あ
れ
ば
、
現
代
文
化
の
最
高
水
準
に
お
け
る
多
種
多
様
な
勉
強
へ
展
開
し
て

6新島繁著『社会運動思想史』書評



ゆ
く
可
能
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
新
陸
地
発
見
時
代
の
イ
ス
パ
ニ
ア
の
貨
幣
に
は
ジ

ブ
ラ
ル
タ
ル
の
図
案
が
鋳
出
さ
れ
て
い
る
下
に Plus ultra

（
そ
の
向
う
に
ま
だ
あ
る
）
と
刻
ま
れ
て
い

た
と
、
こ
の
著
者
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
本
は
、
今
日
の
歴
史
の
（
そ
の
向
う
に
ま
だ
あ
る
）
も
の
に
対

す
る
、
私
た
ち
の
健
全
な
愛
着
と
奮
闘
心
と
を
呼
び
さ
ま
す
熱
量
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
十
二
月
〕
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