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他
人
の
視
点
に
立
つ
営
み

津
木
林

洋

大
阪
文
学
学
校
に
入
学
し
た
ら
、
た
だ
ち
に
提
出
作
品
の
締
切
を
決
め
る
。
私
が
四

十
年
前
に
入
っ
た
頃
は
作
品
提
出
は
任
意
で
あ
っ
た
が
、
今
は
強
制
的
に
書
い
て
も
ら

う
。
学
校
と
い
う
名
前
な
の
だ
か
ら
、
手
取
り
足
取
り
書
き
方
を
教
え
て
も
ら
え
る
と

思
っ
て
い
た
人
は
そ
こ
で
え
っ
と
驚
く
こ
と
に
な
る
。

昔
、
某
水
練
学
校
で
は
初
心
者
を
い
き
な
り
ボ
ー
ト
に
乗
せ
て
沖
に
連
れ
て
行
き
、

海
に
投
げ
込
ん
だ
そ
う
だ
が
、
い
き
な
り
小
説
を
書
か
せ
る
の
も
似
た
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
。
水
泳
な
ら
ば
今
で
は
教
え
る
方
法
が
確
立
し
て
い
る
の
で
、

そ
ん
な
荒
っ
ぽ
い
や
り
方
を
す
る
必
要
は
な
い
が
、
小
説
に
は
そ
ん
な
方
法
は
な
い
。

も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
ん
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
書
か
れ
た
作
品
が
優
れ
た
も

の
に
な
る
か
ど
う
か
は
怪
し
い
。
小
説
と
い
う
の
は
定
義
の
難
し
い
、
曖
昧
模
糊
と
し

た
文
学
形
式
な
の
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
は
み
出
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
そ
れ
で
は
余
り
に
も
取
っ
掛
か
り
が
な
い
の
で
、
一
回
目
に
講
義
ら
し

き
こ
と
は
す
る
。
短
編
を
書
く
な
ら
、
登
場
人
物
は
少
な
く
、
現
在
時
間
は
短
く
、
で

き
れ
ば
一
人
称
の
視
点
で
、
説
明
は
し
な
い
で
描
写
で
、
題
材
は
身
の
回
り
の
も
の
で
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
一
度
も
小
説
を
書
い
た
こ
と
の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
現
在
時
間
、

視
点
、
説
明
、
描
写
と
言
わ
れ
て
も
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
。
読
む
だ
け
な
ら
、
そ

ん
な
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
書
く
と
な
る
と
途
端

に
そ
の
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
プ
ロ
の
作
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
小
説
を

書
い
て
い
る
の
か
。
初
め
て
そ
う
い
う
目
で
他
人
の
作
品
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
い
き

な
り
書
か
せ
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
で
も
あ
る
。
作
品
の
善

し
悪
し
は
二
の
次
、
ま
ず
は
自
分
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
に
す
る
訓
練
を
す
る
。

新
入
生
の
中
に
は
、
小
説
を
書
い
た
こ
と
の
あ
る
人
も
い
て
、
そ
の
人
た
ち
か
ら
締

切
が
埋
ま
っ
て
い
く
。
週
一
回
の
ゼ
ミ
で
二
作
品
を
合
評
す
る
の
で
、
ど
ん
な
に
遅
く

て
も
二
ヵ
月
後
に
は
自
分
の
番
が
回
っ
て
く
る
。
初
心
者
は
何
を
書
い
た
ら
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
と
嘆
き
な
が
ら
も
、
他
人
の
作
品
を
読
ん
で
合
評
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、

何
か
し
ら
作
品
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
十
五
年
間
で
六
百
回
余
り
の
合
評
を
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し
て
い
る
が
、
書
け
な
く
て
穴
が
開
い
た
と
い
う
の
は
三
回
ほ
ど
し
か
な
い
。
そ
れ
だ

け
締
切
と
い
う
の
は
強
制
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
徹
夜
し
て
書
き
ま
し
た
と
い
う

人
が
何
人
も
出
て
く
る
。

一
年
間
に
大
体
四
作
ほ
ど
の
提
出
機
会
が
あ
る
が
、
皆
苦
し
む
よ
う
で
あ
る
。
書
き

直
し
を
出
す
の
は
認
め
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
新
作
に
な
る
。
職
業
作
家
で
も
そ
ん

な
に
は
書
け
な
い
の
に
、
で
あ
る
。

一
回
目
の
時
に
、
こ
れ
か
ら
は
常
に
小
説
を
書
く
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
生
活
を
す

る
こ
と
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
目
で
自
分
の
周
り
を
見
て
い

る
と
、
題
材
に
な
り
そ
う
な
事
柄
が
引
っ
掛
か
っ
て
く
る
。

視
点
を
変
え
る
と
い
う
の
も
書
く
切
っ
掛
け
に
な
る
。
今
ま
で
自
分
の
視
点
か
ら
し

か
見
て
い
な
か
っ
た
事
柄
を
、
他
人
の
目
か
ら
見
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

小
説
に
な
り
そ
う
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
急
に
精
彩
を
放
っ
て
く
る
こ
と
も
あ

る
。小

説
を
書
く
場
合
、
一
人
の
登
場
人
物
だ
け
で
話
を
進
め
る
の
は
ま
れ
で
、
大
抵
は

複
数
の
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
は
違
う
視
点
を
持
っ
て
い

る
の
で
、
作
者
は
そ
の
一
つ
一
つ
の
視
点
に
立
た
な
け
れ
ば
話
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
に
他
人
の
視
点
、
立
場
に
立
っ
て
物
事
を

考
え
る
作
業
を
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

私
は
、
自
己
中
心
的
な
人
に
は
小
説
が
書
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
矯
正

し
た
い
と
思
う
の
な
ら
、
小
説
を
書
い
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。


