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「
慈
善
」
を
視
点
と
し
て
│
│

宮

薗

美

佳

（
１
）

夏
目
漱
石
「
野
分
」
は
、
明
治
四
○
年
一
月
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
明
治
四
十
一
年
九
月
、
春
陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た

単
行
本
『
草
合
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

酔
美
生
／
有
頂
天
「
文
壇
時
言
」
は
、「
野
分
」
を
次
の
よ
う
に
評
し
、
道
也
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
一
篇
の
大
精
神
」
が
読

者
を
感
激
さ
せ
る
と
評
価
す
る
。

▲
「
野�

分�

」
は
力
あ
る
作
物
で
あ
る
。
主
人
公
白
井
道
也
を
通
し
て
あ
ら
は
れ
て
居
る
一
篇
の
大
精
神
は
讀
者
を
感
激
せ
し
め
て
、
一
種
偉
大
な

る
崇
高
な
る
想
念
を
起
さ
し
め
る
。
此
點
に
於
て
此
作
は
近
來
の
我
文
壇
に
類
例
の
な
き
も
の
で
あ
つ
て
却
て
遥
か
以
前
の
露
伴
の
「
五
重
の
塔
」

又
は
「
一
日
劍
」
な
ど
に
籠
て
居
る
精
神
と
氣
脈
を
通
じ
て
居
る
も
の
ゝ
や
う
に
思
は
れ
る
。⑴

忘
憂
子
「
文
藝
時
潮
」
も
同
様
に
、
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
吹
く
強
い
風
で
あ
る
野
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
白
井
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道
也
の
文
学
者
と
し
て
の
「
頸
直
不
屈
の
精
神
」
の
形
象
化
に
巧
み
に
生
か
し
て
お
り
、
読
者
に
「
崇
高
な
る
思
想
」
を
起
こ
さ
せ
る
点

を
評
価
す
る
。

文
學
者
白
井
道
也
の
頸
直
不
屈
の
精
神
は
全
編
を
貫
い
て
讀
者
を
し
て
一
種
偉
大
な
る
、
崇
高
な
る
思
想
を
起
さ
し
む
る
。「
野
分
」
は
此
篇
の
精

神
の
表
象
で
あ
る
。
野
分
に
は
淋
し
き
中
に
力
が
あ
る
。
野
を
吹
き
、
山
を
吹
き
、
地
上
の
萬
物
を
吹
き
倒
さ
ず
ん
ば
止
ま
ざ
る
概
が
あ
る
。
而
か

も
ご�

う�

ッ�

と
い
ふ
聲
が
淋
し
い
感
じ
を
起
さ
す
。
此
篇
の
精
神
は
正
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。⑵
（
ル
ビ
は
省
略
）

同
時
代
評
に
お
い
て
「
野
分
」
を
評
価
す
る
理
由
に
、
白
井
道
也
を
通
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
理
念
に
読
者
が
共
感
で
き
る
点
が
挙

げ
ら
れ
る
⑶
。
一
方
で
「
野
分
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
次
に
挙
げ
る
黒
潮
子
「
丁
未
文
壇

▲
漱�

石�

の�

野�

分�

（
下
）」
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
道
也
や
高
柳
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
士
の
人
物
表
象
に
人
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
滑
稽
さ
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
、
作
品
中
で
展

開
さ
れ
る
実
業
家
に
対
す
る
批
判
の
説
得
力
を
減
じ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

◎
次
に
漱
石
は
頻
り
と
世
間
知
ら
ず
の
文
學
士
を
描
く
が
何
れ
も
餘
り
に
人
を
馬
鹿
に
し
た
嫌
ひ
が
あ
る
。
其
富
豪
攻
撃
は
猫
物
語
以
來
二
百
十
日

や
今
度
の
野
分
な
ど
に
も
ず
い
ぶ
ん
酷
烈
に
遣
つ
て
居
る
が
、
多
く
は
滑
稽
を
以
て
迎
へ
ら
れ
、
一
面
諷
諭
の
味
が
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
に
は
如

何
に
も
淺
薄
な
坊
ち
ゃ
ん
の
人
生
觀
と
し
か
受
け
取
れ
ぬ
。⑷

こ
の
よ
う
に
同
時
代
評
は
『
野
分
』
に
つ
い
て
、
白
井
道
也
を
通
し
て
表
現
さ
れ
た
理
念
が
読
者
を
感
動
さ
せ
る
点
を
評
価
し
つ
つ
、

そ
の
理
念
を
担
う
べ
き
人
物
が
幾
ば
く
か
の
滑
稽
さ
を
有
し
て
表
象
さ
れ
る
た
め
、
読
者
の
感
動
を
減
じ
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。

『
野
分
』
は
、
同
時
代
評
で
「
結
末
高
柳
が
百
圓
の
金
で
道
也
先
生
の
急
を
救
ふ
の
は
、
窮
し
た
落
ち
で
あ
る
。
全
體
に
こ
の
作
は
結

構
が
不
完
全
で
何
と
な
く
支
離
滅
裂
な
感
じ
が
あ
る
」⑸
と
さ
れ
て
以
降
、
結
末
部
を
お
お
む
ね
否
定
的
に
捉
え
る
見
方
が
多
い
。
こ
の
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点
が
『
野
分
』
が
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
越
智
治
雄
の
「
小
説
の
結
末
に
こ
だ
わ
る
か
ぎ
り
、
道

也
の
「
人
格
論
」
が
世
に
出
る
こ
と
は
ま
ず
あ
る
ま
い
し
、
高
柳
の
死
も
ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
。
漱
石
は
、
生
活
の
、
世
間
の
、
つ
ま

り
は
現
実
の
強
力
さ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
作
品
世
界
に
勝
利
を
奪
還
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。」⑹
と

の
見
方
を
は
じ
め
、
次
に
挙
げ
る
西
垣
勤
の
論
を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
お
に
こ
の
話
の
続
き
を
考
え
て
み
る
と
、『
人
格
論
』
は
高
柳
か
ら
中
野
輝
一
の
手
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
中
野
が
高
柳
の
請
い
を

容
れ
て
こ
れ
を
出
版
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
道
也
は
、
兄
が
つ
と
め
る
会
社
の
社
主
の
息
子
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
更
に
『
人
格
論
』
を

出
版
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
な
っ
た
あ
と
で
道
也
が
そ
の
内
実
を
知
れ
ば
憤
死
で
も
す
る
他
は
あ
る
ま
い
。⑺

と
こ
ろ
で
、『
野
分
』
は
、
作
品
冒
頭
で
道
也
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
演
説
の
題
名
が
「
金
力
と
品
性
」
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
結
末
部

分
で
の
百
円
に
至
る
ま
で
、
金
銭
に
関
す
る
言
及
が
多
く
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
藤
堂
尚
夫
は
夏
目
漱
石
の
作
品
に
み
ら
れ
る
金
銭
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

漱
石
の
一
生
は
〈
金
〉
と
戦
い
、〈
金
〉
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
一
生
で
あ
っ
た
。
身
近
な
問
題
に
は
た
い
て
い
〈
金
〉
が
か
ら
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
戦
い
や
悩
み
を
文
学
と
し
て
作
品
に
描
き
続
け
て
き
た
。
か
り
に
〈
金
〉
が
漱
石
の
文
学
か
ら
取
り
除
か
れ
た
な
ら
ば
、
漱
石
の
文
学
は
現
在

と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。〈
金
〉
は
漱
石
を
苦
し
め
た
が
、
漱
石
は
彼
の
文
学
の
要
因
と
し
て
〈
金
〉
を
取
り
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。⑻

「
野
分
」
に
お
け
る
金
銭
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
道
也
と
妻
に
お
け
る
金
銭
に
対
す
る
認
識
の
相
違
の
観
点
か
ら
論
じ
た
⑼
が
、

本
稿
で
は
、
作
品
中
に
描
か
れ
て
い
る
慈
善
音
楽
会
や
「
人
を
救
う
た
た
め
の
」
演
説
会
に
着
目
し
、「
野
分
」
に
お
け
る
金
銭
観
や
文
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学
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）

作
品
内
容
の
詳
細
な
検
討
に
入
る
。
作
品
の
冒
頭
で
「
白
井
道
也
は
文
学
者
で
あ
る
。」
と
登
場
人
物
で
あ
る
白
井
道
也
の
位
置
づ
け

が
語
ら
れ
る
が
、
続
け
て
「
八
年
前
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
田
舎
の
中
学
を
二
三
箇
所
流
し
て
歩
い
た
末
、
去
年
の
春
飄
然
と
東
京
へ
戻

つ
て
来
た
。」
と
、
直
ち
に
は
「
文
学
者
」
と
し
て
の
活
動
は
語
ら
れ
ず
、
白
井
道
也
は
、
田
舎
の
中
学
の
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら

れ
る
。始

め
て
赴
任
し
た
の
は
越
後
の
ど
こ
か
で
あ
つ
た
。
越
後
は
石
油
の
名
所
で
あ
る
。
学
校
の
在
る
町
を
四
五
町
隔
て
ゝ
大
き
な
石
油
会
社
が
あ
つ

た
。
学
校
の
あ
る
町
の
繁
栄
は
三
分
二
以
上
此
会
社
の
御
蔭
で
維
持
さ
れ
て
居
る
。
町
の
も
の
に
取
つ
て
は
幾
個
の
中
学
校
よ
り
も
此
石
油
会
社
の

方
が
遥
か
に
難
有
い
。
会
社
の
役
員
は
金
の
あ
る
点
に
於
て
紳
士
で
あ
る
。
中
学
の
教
師
は
貧
乏
な
と
こ
ろ
が
下
等
に
見
え
る
。

こ
の
箇
所
で
語
り
手
は
、
道
也
を
紹
介
し
つ
つ
も
「
町
の
も
の
」
の
の
立
場
に
寄
り
添
う
。
会
社
の
役
員
が
紳
士
と
見
な
さ
れ
る
理
由

を
「
金
の
あ
る
」
点
に
あ
り
、「
貧
乏
な
と
こ
ろ
が
」「
下
等
に
見
え
る
」
と
語
る
。「
会
社
の
役
員
」＝

「
金
の
あ
る
」＝

紳
士
／「
中
学
の

教
師
」＝

「
貧
乏
」＝

「
下
等
」
の
価
値
観
の
図
式
は
語
り
手
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
こ
の
語
り
手
は
、「
下
等
に
」「
見

え
る
」
と
、
自
ら
提
示
し
た
価
値
観
に
対
し
て
、
後
に
相
対
化
さ
れ
る
余
地
を
あ
え
て
残
し
な
が
ら
語
る
。
少
し
後
の
箇
所
で
は
次
の
よ

う
に
語
ら
れ
る
。

道
也
は
あ
る
時
の
演
説
会
で
、
金
力
と
品
性
と
云
ふ
題
目
の
も
と
に
、
両
者
の
必
ず
し
も
一
致
せ
ざ
る
理
由
を
説
明
し
て
、
暗
に
会
社
の
役
員
ら
の
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暴
慢
と
、
青
年
子
弟
の
何
等
の
定
見
も
な
く
し
て
徒
ら
に
黄
白
万
能
主
義
を
信
奉
す
る
の
弊
と
を
戒
め
た
。

こ
こ
で
は
、
語
り
手
は
道
也
に
寄
り
添
い
、「
金
力
」、
資
産
を
豊
富
に
所
有
す
る
、
生
産
能
力
を
有
し
金
銭
を
生
み
出
す
と
い
っ
た
経

済
力
の
強
弱
と
、「
品
性
」
の
優
劣
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
を
語
る
。
先
に
語
り
手
が
提
示
し
た
価
値
観
の
図
式
は
、
道
也
に
寄

り
添
っ
て
語
る
箇
所
で
相
対
化
さ
れ
る
。
語
り
手
の
視
点
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
者
は
「
町
の
も
の
」
と
道
也
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の

主
張
と
価
値
観
を
並
列
し
た
位
置
で
の
俯
瞰
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
連
の
経
緯
を
読
者
は
、
敵
味
方
に
分
か
れ
た
人
物
同
士
の

対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
と
価
値
観
の
相
違
を
互
い
に
照
射
し
合
う
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
の
箇
所
で
道
也
は
、「
黄
白
万
能
主
義
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
黄
白
万
能
主
義
」
を
信
奉
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
信
奉
が

自
分
自
身
の
「
何
ら
の
定
見
」
に
基
づ
い
て
い
な
い
「
青
年
子
弟
」
の
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。

道
也
の
最
後
に
望
を
属
し
て
居
た
生
徒
す
ら
も
、
父
兄
の
意
見
を
聞
い
て
、
身
の
ほ
ど
を
知
ら
ぬ
馬
鹿
教
師
と
云
ひ
出
し
た
。
道
也
は
飄
然
と
し
て

越
後
を
去
つ
た
。

道
也
の
演
説
は
、「
町
の
も
の
」、
役
員
や
同
僚
、
校
長
ら
と
の
軋
轢
を
生
み
出
し
た
。
道
也
の
演
説
は
「
青
年
子
弟
」
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
教
師
で
あ
る
道
也
に
と
っ
て
最
も
関
係
が
深
く
、
最
も
直
接
的
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
の
「
青
年
子
弟
」
で
あ
る

生
徒
ま
で
も
が
、
道
也
を
批
判
し
だ
し
た
。

後
に
出
て
来
る
が
高
柳
は
こ
の
時
、
教
師
に
扇
動
さ
れ
て
「
何
故
だ
か
わ
か
ら
な
い
」
ま
ま
に
、
道
也
の
家
に
石
を
投
げ
込
み
、
道
也

を
追
い
出
す
こ
と
に
加
担
し
て
い
る
。
高
柳
を
始
め
と
す
る
生
徒
は
、
道
也
の
主
張
に
賛
成
す
る
に
し
ろ
、
反
対
す
る
に
し
ろ
、
自
分
自

身
の
考
え
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
を
結
局
学
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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越
後
を
去
っ
た
道
也
は
、
九
州
に
赴
任
す
る
。

次
に
渡
つ
た
の
は
九
州
で
あ
る
。
九
州
を
中
断
し
て
其
北
部
か
ら
工
業
を
除
け
ば
九
州
は
白
紙
と
な
る
。
炭
鉱
の
烟
り
を
浴
び
て
、
黒
い
呼
吸
を
せ

ぬ
者
は
人
間
の
資
格
は
な
い
。

道
也
の
次
の
赴
任
地
で
あ
る
九
州
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
石
炭
、
そ
の
他
の
工
業
製
品
の
生
産
に
携
わ
ら
な
い
者
に
は
、
人
間
と

し
て
の
権
利
が
あ
る
と
す
ら
み
な
さ
れ
な
い
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

権
利
の
な
い
も
の
に
存
在
を
許
す
の
は
実
業
家
の
御
慈
悲
で
あ
る
。
無
駄
口
を
叩
く
学
者
や
、
蓄
音
機
の
代
理
を
す
る
教
師
が
露
命
を
つ
な
ぐ
月
々

幾
片
の
紙
幣
は
、
ど
こ
か
ら
湧
い
て
く
る
。
手
の
掌
を
ぽ
ん
と
叩
け
ば
、
自
か
ら
降
る
幾
億
の
富
の
、
塵
の
塵
の
末
を
舐
め
さ
し
て
、
生
か
し
て
置

く
の
が
学
者
で
あ
る
。
文
士
で
あ
る
、
さ
て
は
教
師
で
あ
る
。

語
り
手
は
土
地
の
人
々
の
立
場
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
更
に
続
け
る
。

金
の
力
で
活
き
て
居
り
な
が
ら
、
金
を
誹
る
の
は
、
生
ん
で
貰
つ
た
親
に
悪
体
を
つ
く
と
同
じ
事
で
あ
る
。
其
金
を
作
つ
て
く
れ
る
実
業
家
を
軽

ん
ず
る
な
ら
食
は
ず
に
死
ん
で
見
る
が
い
ゝ
。
死
ね
る
か
、
死
に
切
れ
ず
に
降
参
を
す
る
か
、
試
め
し
て
見
様
と
云
つ
て
抛
り
出
さ
れ
た
時
、
道
也

は
又
飄
然
と
九
州
を
去
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
中
学
の
教
師
は
自
分
自
身
で
収
入
を
得
る
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
生
活
を
支
え
る
収
入
は
、
実
業
家
か
ら
一
方
的
に
恵

ん
で
も
ら
う
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
道
也
に
と
っ
て
教
師
を
辞
め
る
こ
と
は
、
実
業
家
か
ら
金
銭
を
一
方
的
に
恵
ん
で
も

ら
っ
て
い
る
関
係
性
か
ら
の
離
脱
の
宣
言
で
あ
っ
た
⑽
。
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後
に
、
道
也
は
「
学
校
に
愛
想
を
つ
か
し
た
彼
は
、
愛
想
を
つ
か
し
た
社
会
状
態
を
矯
正
す
る
に
は
筆
の
力
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
悟

つ
た
の
で
あ
る
。」
と
、
文
筆
活
動
に
活
路
を
見
出
す
。
教
師
は
自
分
の
考
え
や
判
断
を
伝
え
て
直
接
生
徒
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
人
格
的
な
も
の
も
含
め
て
直
接
的
に
強
い
影
響
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
効
率
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
度
辞
任
に
追
い
こ
ま

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
道
也
は
そ
の
直
接
性
に
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。「
筆
の
力
」
文
筆
活
動
は
、
作
品
を
通
し
て
自
分

の
主
張
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
と
い
う
媒
介
物
を
通
じ
て
の
影
響
力
の
行
使
と
な
る
。
三
度
の
辞
職
に
よ
り
直
接
的
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
を
こ
と
ご
と
く
断
念
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
媒
介
物
を
伴
っ
た
影
響
力
の
行
使
と
し
て
の
「
筆
の
力
」
文
筆
活
動
や
、
作
品
と
い

う
媒
介
物
へ
の
信
頼
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

（
３
）

道
也
の
金
銭
に
対
す
る
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

英
語
を
教
へ
、
歴
史
を
教
へ
、
あ
る
と
き
は
倫
理
さ
へ
教
へ
た
の
は
、
人
格
の
修
養
に
附
随
し
て
蓄
へ
ら
れ
た
、
芸
を
教
へ
た
の
で
あ
る
。
単
に
此

芸
を
目
的
に
し
て
学
問
を
し
た
な
ら
ば
、
教
場
で
書
物
を
開
い
て
さ
へ
居
れ
ば
済
む
。
書
物
を
開
い
て
飯
を
食
つ
て
満
足
し
て
居
る
の
は
綱
渡
り
が

綱
を
渡
つ
て
飯
を
食
ひ
、
皿
廻
し
が
皿
を
廻
は
し
て
飯
を
食
ふ
の
と
理
論
に
於
て
異
な
る
所
は
な
い
。

中
学
の
教
師
と
し
て
教
え
て
い
た
内
容
自
体
は
道
也
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
、
単
な
る
枝
葉
末
節
の
技
術
で
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
学
問
の
効
用
で
あ
る
。

学
問
は
綱
渡
り
や
皿
廻
し
と
は
違
ふ
。
芸
を
覚
え
る
の
は
末
の
事
で
あ
る
。
人
間
が
出
来
上
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
大
小
の
区
別
の
つ
く
、
軽
重
の
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等
差
を
知
る
、
好
悪
の
判
然
す
る
、
善
悪
の
分
界
を
呑
み
込
ん
だ
、
賢
愚
、
真
偽
、
正
邪
の
批
判
を
謬
ま
ら
ざ
る
大
丈
夫
が
出
来
上
が
る
の
が
目
的

で
あ
る
。

学
問
の
目
的
は
、
人
生
や
社
会
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
考
慮
し
た
最
適
な
判
断
の
で
き
る
人
間
を
つ
く
る
こ

と
で
あ
る
と
道
也
は
考
え
て
い
る
。

道
也
は
か
う
考
へ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
芸
を
售
っ
て
口
を
糊
す
る
の
を
恥
辱
と
せ
ぬ
と
同
時
に
、
学
問
の
根
底
た
る
立
脚
地
を
離
る
ゝ
の
を
深
く
陋
劣

と
心
得
た
。⑾

（
２
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
を
披
露
し
た
り
教
え
た
り
す
る
の
は
目
に
見
え
る
も
の
の
生
産
活
動
で
は
な
い
。
人
間
が
出
来
上
が
る

と
は
、
複
数
の
条
件
や
事
情
を
勘
案
し
て
社
会
や
文
化
に
対
し
て
最
適
な
判
断
や
行
動
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
道
也
は
、
そ
れ
ら
の
判

断
主
体
と
し
て
人
間
を
捉
え
て
い
る
。
道
也
に
よ
る
と
、
人
間
の
活
動
全
体
に
附
随
す
る
感
覚
や
見
解
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と
が
学
問
の
意

義
な
の
で
あ
る
。
道
也
は
演
説
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
さ
う
で
せ
う
│
│
金
貨
を
煎
じ
た
つ
て
下
痢
は
と
ま
ら
な
い
で
せ
う
。
│
│
だ
か
ら
御
医
者
に
頭
を
下
げ
る
。
其
代
り
御
医
者
は
│
│
金
に
頭
を

下
げ
る
」

金
銭
が
直
接
病
気
を
治
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
病
気
に
な
っ
て
医
者
に
か
か
る
と
き
、
病
気
に
対
す
る
診
断
や
治
療
と
い
っ
た
医
者
の

権
限
や
技
術
に
金
を
支
払
う
。
医
者
は
そ
の
対
価
と
し
て
金
銭
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
医
者
の
診
断
や
治
療
は
形
の
あ
る
も
の
で
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
誰
も
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
学
者
と
金
持
ち
の
関
係
は
そ
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う
で
は
な
い
。

商
人
が
金
を
儲
け
る
為
め
に
金
を
使
ふ
の
は
専
門
上
の
事
で
誰
も
容
喙
が
出
来
ぬ
。
然
し
商
買
上
に
使
は
な
い
で
人
事
上
に
其
力
を
利
用
す
る
と
き

は
、
訳
の
わ
か
つ
た
人
に
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
な
け
れ
ば
社
会
の
悪
を
自
ら
醸
造
し
て
平
気
で
居
る
事
が
あ
る
。
今
の
金
持
の
金
の
あ
る
一

部
分
は
常
に
此
目
的
に
向
つ
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
云
ふ
の
も
彼
等
自
身
が
金
の
主
で
あ
る
丈
で
、
他
の
徳
、
芸
の
主
で
な
い
か
ら
で
あ

る
。
学
者
を
尊
敬
す
る
事
を
知
ら
ん
か
ら
で
あ
る
。

金
を
使
っ
て
金
を
儲
け
る
の
は
金
の
再
生
産
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
再
生
産
に
よ
っ
て
金
を
稼
ぐ
技
術
は
商
人
や
金
持
の
領
分
で
あ

る
。
商
人
や
金
持
は
金
を
再
生
産
す
る
以
外
の
こ
と
を
知
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
金
を
金
の
再
生
産
以
外
の
目
的
に
用
い
る
際
の
判
断

は
、
学
問
を
通
し
て
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
勘
案
し
て
最
適
な
判
断
や
行
動
が
で
き
る
修
養
を
積
ん
で
い
る
学
者
の
方
が
優
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
学
者
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
と
い
う
の
が
道
也
の
主
張
で
あ
る
。

高
柳
が
地
理
学
教
授
法
の
原
稿
を
渡
し
た
金
を
手
に
、
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
へ
入
る
場
面
が
あ
る
。

懐
中
に
は
二
十
円
五
十
銭
あ
る
。
只
今
地
理
学
教
授
法
の
原
稿
を
四
十
一
頁
渡
し
て
金
に
換
へ
て
来
た
許
で
あ
る
。
一
頁
五
十
銭
の
割
合
に
な
る
。

一
頁
五
十
銭
を
越
ゆ
べ
か
ら
ず
、
一
ヶ
月
五
十
頁
を
越
ゆ
可
か
ら
ず
と
申
し
渡
さ
れ
て
あ
る
。

是
で
今
月
は
ど
う
か
、
か
う
か
食
へ
る
。
外
か
ら
呉
れ
る
十
円
近
く
の
金
は
故
郷
の
母
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
柳
の
主
な
収
入
源
で
あ
る
地
理
学
教
授
法
の
訳
も
依
頼
先
か
ら
仕
事
量
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
高
柳
の
収
入
は
外
か
ら
の
要
因
で
制

限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
に
あ
る
「
江
湖
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
中
野
君
の
文
章
に
「
色
情
狂
！！！
」
と
書
か
れ

て
い
た
よ
う
に
、
作
品
と
い
う
媒
介
物
を
通
じ
て
の
影
響
力
の
行
使
は
、
書
い
た
本
人
の
意
図
を
全
く
誤
解
さ
れ
て
受
け
取
ら
れ
る
リ
ス
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ク
も
抱
え
込
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
の
箇
所
は
、
団
子
坂
の
菊
人
形
の
収
入
に
つ
い
て
大
い
に
論
じ
て
い
る
二
人
の
学
生
や
、
蜜
柑
を
む
き
な
が
ら
、
そ
の

汁
を
牛
乳
の
中
へ
た
ら
し
な
が
ら
文
芸
倶
楽
部
の
芸
者
の
写
真
を
は
ぐ
っ
て
い
る
書
生
が
視
野
に
入
る
、
公
共
の
場
で
の
黙
読
⑿
に
よ
っ

て
、
公
共
と
の
関
係
性
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
自
分
の
行
動
や
自
己
を
再
帰
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
過
程
が
見
事
に
視
覚
化
さ
れ
て

い
る
⒀
。
高
柳
が
「
解
脱
と
拘
泥
」
に
感
動
す
る
の
は
、「
解
脱
と
拘
泥
」
に
「
彼
等
の
意
の
如
く
な
る
学
徒
が
あ
れ
ば
、
自
己
の
天
職

を
自
覚
せ
ざ
る
学
徒
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
金
を
持
た
な
い
稼
げ
な
い
彼
に
も
学
徒
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
で
き
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
活
に
は
衣
食
を
賄
う
と
い
っ
た
消
費
が
伴
う
。
高
柳
は
「
衣
食
の
為
に
勢
力
を
と
ら
れ
て
仕
舞

つ
て
」
文
学
作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
と
文
学
を
別
に
考
え
、
ま
た
、
生
活
の
た
め
の
消
費
を
文
学
作

品
の
制
作
を
妨
げ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
で
の
牛
乳
と
パ
ン
と
い
う
食
費
と
し
て
の
消
費
に
対
し
て
、
牛

乳
と
パ
ン
の
代
金
以
上
に
、
予
期
し
な
い
形
で
自
己
肯
定
の
意
義
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

文
学
は
人
生
其
物
で
あ
る
。
苦
痛
に
あ
れ
、
困
窮
に
あ
れ
、
窮
愁
に
あ
れ
、
凡
そ
人
生
の
行
路
に
あ
た
る
も
の
は
即
ち
文
学
で
、
そ
れ
等
を
嘗
め
得

た
も
の
が
文
学
者
で
あ
る
。
文
学
者
と
云
ふ
の
は
原
稿
紙
を
前
に
置
い
て
、
熟
語
字
典
を
参
考
し
て
、
首
を
ひ
ね
つ
て
ゐ
る
よ
う
な
閑
人
ぢ
ゃ
あ
り

ま
せ
ん
。
円
熟
し
て
深
厚
な
趣
味
を
体
し
て
、
人
間
の
万
事
を
臆
面
な
く
取
り
捌
い
た
り
、
感
得
し
た
り
す
る
普
通
以
上
の
吾
々
を
指
す
の
で
あ
り

ま
す
。
其
取
り
捌
き
方
や
感
得
し
具
合
を
紙
に
写
し
た
の
が
文
学
書
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
書
物
は
読
ま
な
い
で
も
実
際
其
事
に
あ
た
れ
ば
立
派

な
文
学
者
で
す
。

ま
た
、
道
也
は
、
彼
の
人
生
や
生
活
全
体
を
「
文
学
」
と
し
て
捉
え
、
彼
の
存
在
自
体
が
「
文
学
者
」
と
し
て
文
学
に
貢
献
し
て
い
る

と
考
え
る
。
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江
湖
雑
誌
の
編
輯
で
二
十
円
、
英
和
字
典
の
編
纂
で
十
五
円
、
是
が
道
也
の
極
ま
つ
た
収
入
で
あ
る
。
但
し
此
外
に
仕
事
は
い
く
ら
で
も
す
る
。

新
聞
に
か
く
、
雑
誌
に
か
く
。
か
く
事
に
於
て
は
毎
日
毎
夜
筆
を
休
ま
せ
た
事
は
な
い
位
で
あ
る
。
然
し
金
に
は
な
ら
な
い
。
た
ま
さ
か
二
円
、
三

円
の
報
酬
が
彼
の
懐
に
落
つ
る
時
、
彼
は
却
つ
て
不
思
議
に
思
ふ
の
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
筆
で
得
た
金
銭
を
生
活
と
、「
其
夜
彼
は
彼
の
著
述
人
格
論
を
二
百
五
十
頁
ま
で
か
い
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
学
作

品
の
創
作
の
た
め
に
用
い
て
い
る
。
彼
の
人
生
や
生
活
し
て
い
る
こ
と
全
体
が
「
文
学
者
」
と
し
て
文
学
に
貢
献
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
の
だ
か
ら
、
自
ら
に
関
す
る
収
入
と
支
出
と
い
う
金
銭
の
流
れ
を
自
分
で
統
制
す
る
こ
と
も
ま
た
「
文
学
者
」
と
し
て
の
活
動
な
の
で

あ
る
⒁
。

（
４
）

高
柳
と
中
野
君
は
高
校
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
二
人
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。

高
柳
君
は
口
数
を
き
か
ぬ
、
人
交
り
を
せ
ぬ
、
厭
世
家
の
皮
肉
屋
と
云
は
れ
た
男
で
あ
る
。
中
野
君
は
鷹
揚
な
、
円
満
な
、
趣
味
に
富
ん
だ
秀
才
で

あ
る
。
此
両
人
が
卒
然
と
交
を
訂
し
て
か
ら
、
傍
目
に
も
不
審
と
思
は
れ
る
く
ら
い
昵
懇
な
間
柄
と
な
つ
た
。

中
野
君
は
語
り
手
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。

中
野
君
は
富
裕
な
名
門
に
生
れ
て
、
暖
か
い
家
庭
に
育
つ
た
外
、
浮
世
の
雨
風
は
、
炬
燵
へ
あ
た
つ
て
、
縁
側
の
硝
子
戸
越
に
眺
め
た
許
り
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
高
柳
か
ら
聞
い
た
、
中
学
の
教
師
時
代
の
こ
と
を
道
也
に
確
か
め
て
み
た
い
中
野
君
を
「
一
言
に
し
て
云
へ
ば
中
野
君
は
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ひ
ま
な
の
で
あ
る
。」
と
切
り
捨
て
、
道
也
か
ら
も
、「
余
っ
程
暇
が
あ
る
ん
で
せ
う
。
あ
ん
な
事
を
真
面
目
に
考
へ
て
ゐ
る
位
だ
か
ら
」

と
気
楽
に
見
ら
れ
て
、
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
で
見
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
中
野
君
は
富
裕
な
生
ま
れ
で
あ
り
つ
つ
、「
趣
味
に
富
ん
だ
」

文
学
を
解
す
る
人
物
と
し
て
語
り
手
は
紹
介
す
る
。
社
長
の
父
親
と
は
違
い
、
中
野
君
は
富
裕
な
生
ま
れ
で
は
あ
る
が
実
業
家
で
は
な

い
。
実
業
活
動
に
は
携
わ
ら
ず
消
費
活
動
の
み
を
行
う
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

中
野
君
は
切
符
が
あ
る
か
ら
と
、
高
柳
を
音
楽
会
に
誘
う
。

「
今
日
は
そ
こ
に
慈
善
音
楽
会
が
あ
る
ん
で
、
切
符
を
二
枚
買
は
さ
れ
た
ん
だ
が
、
外
に
誰
も
行
き
手
が
な
い
か
ら
、
丁
度
い
ゝ
。
君
行
き
給
へ
。」

「
入
ら
な
い
切
符
な
ど
を
買
ふ
の
か
い
。
勿
体
な
い
事
を
す
る
ん
だ
な
」

「
な
に
義
理
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
お
や
ぢ
が
買
つ
た
ん
だ
が
、
お
や
ぢ
は
西
洋
音
楽
な
ん
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
ね
」

「
夫
ぢ
や
余
つ
た
方
を
送
っ
て
や
れ
ば
い
ゝ
の
に
」

「
実
は
君
の
所
へ
送
ら
う
と
思
つ
た
ん
だ
が
…
…
」

音
楽
が
聴
き
た
い
訳
で
も
な
い
の
に
切
符
を
買
う
行
為
を
、
高
柳
は
「
勿
体
な
い
事
」
と
不
思
議
が
る
。
音
楽
そ
の
も
の
の
価
値
も
あ

る
が
、
慈
善
音
楽
会
で
あ
る
か
ら
、
音
楽
会
の
切
符
を
買
う
と
い
う
消
費
行
動
自
体
に
、
社
会
に
貢
献
す
る
、
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る

と
い
っ
た
意
味
合
い
が
あ
る
。
切
符
と
交
換
さ
れ
た
金
銭
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
の
と
こ
ろ
へ
流
れ
る
で
あ
ろ

う
。
音
楽
は
、
富
豪
か
ら
困
窮
す
る
人
へ
金
銭
の
流
れ
を
生
み
出
す
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
社
長
で
あ
る
中
野
の
父
親
は
義
理
で
切
符

を
買
っ
た
と
の
こ
と
で
、
音
楽
に
関
心
が
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
音
楽
が
媒
介
と
な
る
こ
と
で
、
富
豪
か
ら
困
窮
す
る
人
へ

の
金
銭
の
流
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
。
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「
い
ゝ
と
は
云
は
な
い
。
然
し
演
説
会
の
方
は
前
か
ら
の
約
束
で
│
│
そ
れ
に
今
日
の
演
説
は
只
の
演
説
で
は
な
い
。
人
を
救
ふ
た
め
の
演
説
だ
よ
」

「
人
を
救
ふ
っ
て
、
誰
を
救
ふ
の
で
す
」

「
社
の
も
の
で
、
此
間
の
電
車
事
件
を
扇
動
し
た
と
云
ふ
嫌
疑
で
引
つ
張
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
│
│
所
が
其
家
族
が
非
常
な
惨
状
に
陥
つ
て
見
る

に
忍
び
な
い
か
ら
、
演
説
会
を
し
て
其
収
入
を
そ
ち
ら
へ
廻
し
て
や
る
計
画
な
ん
だ
よ
」

一
方
、
道
也
は
富
豪
で
も
資
本
家
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
演
説
と
い
う
活
動
を
媒
介
に
し
て
金
銭
を
集
め
、
困
窮
し
た
人
に
送

ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
慈
善
活
動
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
生
活
と
存
在
自
体
が
「
文
学
者
」
で
あ
る
と
考
え
る
道
也
に
と
っ
て
は
、
演

説
も
「
文
学
者
」
と
し
て
の
活
動
で
あ
る
。
豊
か
な
資
本
を
持
た
な
く
と
も
、
困
窮
し
た
家
族
を
助
け
た
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
れ
ば
、

中
野
君
の
父
親
の
よ
う
な
富
豪
と
同
様
に
、
困
窮
し
た
人
へ
の
金
の
流
れ
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

講
演
者
は
四
名
、
聴
衆
は
三
百
名
足
ら
ず
で
あ
る
。
書
生
が
多
い
。
其
中
に
文
学
士
高
柳
周
作
が
ゐ
る
。
彼
は
此
風
の
中
を
襟
巻
に
顔
を
包
ん
で

咳
を
し
な
が
ら
や
つ
て
来
た
。
十
銭
の
入
場
料
を
払
つ
て
、
二
階
に
上
つ
た
時
は
、
広
い
会
場
は
ま
ば
ら
に
席
を
あ
ま
し
て
寧
ろ
寂
寞
の
感
が
あ
っ

た
。

高
柳
は
道
也
の
演
説
を
聴
く
目
的
で
十
銭
の
入
場
料
を
支
払
っ
て
い
る
。
こ
の
十
銭
も
電
車
事
件
の
嫌
疑
の
影
響
で
困
窮
し
た
人
の
と

こ
ろ
へ
行
く
で
あ
ろ
う
。
主
催
者
の
目
的
と
、
支
払
う
人
の
思
い
は
ず
れ
て
い
て
も
、
演
説
の
対
価
の
入
場
料
を
支
払
う
際
、
こ
の
消
費

行
為
に
困
窮
し
た
人
を
助
け
る
と
い
う
目
的
が
附
随
す
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
活
動
す
る
人
と
活
動
の
結
果
金
を
最
終
的
に
受
け
取
る
人

は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
演
説
を
聴
く
こ
と
の
対
価
と
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
演
説
に
よ
っ
て
困
窮
し
た
人
へ
の
金
の

流
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
演
説
は
、
文
化
的
営
為
そ
の
も
の
の
内
容
に
相
ま
っ
て
、「
困
窮
し
た
人
を
助
け
る
」
目
的
を
十
銭

の
価
値
に
附
随
さ
せ
る
装
置
な
の
で
あ
る
。
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道
也
の
前
に
な
さ
れ
た
演
説
で
は
、
文
士
の
保
護
が
論
じ
ら
れ
る
。

「
…
…
文
士
保
護
は
独
立
し
が
た
き
文
士
の
言
ふ
事
で
あ
る
。
保
護
と
は
貴
族
的
時
代
に
云
ふ
べ
き
言
葉
で
、
個
人
平
等
の
世
に
之
を
云
々
す
る
の

は
恥
辱
の
極
で
あ
る
。
退
い
て
保
護
を
受
く
る
よ
り
進
ん
で
自
己
に
適
当
な
る
租
税
を
天
下
か
ら
払
は
し
む
べ
き
で
あ
る
」
と
云
つ
た
と
思
つ
た

ら
、
引
き
込
ん
だ
。
聴
衆
は
喝
采
す
る
。

作
品
の
冒
頭
で
も
そ
う
だ
が
、
文
士
は
保
護
さ
れ
る
者
、
一
方
的
に
金
銭
を
恵
ま
れ
る
者
、
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
文
学
者
」
は
、
富
豪
か
ら
恵
ん
で
も
ら
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
活
動
に
よ
り
生
活
や
作
品
の
制
作
に
必
要
と
す
る
収
入
を
得
、
そ
れ

ら
の
収
入
を
用
い
て
作
品
を
執
筆
す
る
、
そ
の
違
い
が
あ
る
。「
文
士
」
と
「
文
学
者
」
に
は
、
文
筆
活
動
を
含
む
自
ら
の
活
動
に
よ
り
、

主
体
的
に
経
済
の
流
れ
を
生
み
出
す
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
違
う
の
で
あ
る
。『
野
分
』
に
は
、
生
産
活
動
に
着
眼
し
、
富

豪
と
学
者
、
文
学
者
を
、
金
銭
を
生
み
出
す
技
術
の
専
門
家
／
金
銭
の
活
用
手
段
の
専
門
家
の
対
立
構
造
で
捉
え
る
道
也
の
金
銭
観
と
と

も
に
、
慈
善
活
動
の
よ
う
な
、
貧
富
の
違
い
を
問
わ
ず
、
対
価
を
支
払
う
消
費
活
動
に
よ
り
金
銭
の
流
れ
を
生
み
出
し
、
社
会
や
困
窮
す

る
人
の
力
に
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
経
済
活
動
も
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
５
）

高
柳
は
演
説
か
ら
帰
っ
て
、
と
う
と
う
喀
血
し
て
寝
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
高
柳
に
、
中
野
君
は
転
地
療
養
の
た
め
の
費
用
を
出
そ
う

と
提
案
す
る
。
し
か
し
、
一
方
的
に
人
の
世
話
に
な
る
の
が
嫌
な
高
柳
は
、
な
か
な
か
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
な
い
。

「
そ
れ
ぢ
や
、
君
は
無
意
味
に
人
の
世
話
に
な
る
の
が
厭
な
ん
だ
ら
う
か
ら
、
そ
こ
の
所
を
有
意
味
に
し
や
う
ぢ
や
な
い
か
」
と
云
ふ
。
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「
ど
う
す
る
ん
だ
」

「
君
の
目
下
の
目
的
は
、
か
ね
て
腹
案
の
あ
る
述
作
を
完
成
し
や
う
と
云
ふ
の
だ
ら
う
。
だ
か
ら
夫
を
条
件
に
し
て
僕
が
転
地
の
費
用
を
担
任
し
や

う
ぢ
や
な
い
か
。
逗
子
で
も
鎌
倉
で
も
、
熱
海
で
も
君
の
好
な
所
へ
往
つ
て
、
吞
気
に
養
生
す
る
。
只
人
の
金
を
使
っ
て
吞
気
に
養
生
す
る
丈
で
は

心
が
済
ま
な
い
。
だ
か
ら
療
養
か
た

ぐ

気
が
向
い
た
時
に
続
き
を
か
く
さ
。
そ
う
し
て
身
体
が
よ
く
な
つ
て
、
作
が
出
来
上
つ
た
ら
帰
つ
て
く

る
。
僕
は
費
用
を
担
任
し
た
代
り
に
君
に
一
大
傑
作
を
世
間
へ
出
し
て
貰
ふ
。
ど
う
だ
い
。
夫
な
ら
僕
の
主
意
も
立
ち
、
君
の
望
も
叶
う
。
一
挙
両

得
ぢ
や
な
い
か
」

高
柳
君
は
膝
頭
を
見
詰
め
て
考
へ
て
い
た
。

「
僕
が
君
の
所
へ
、
僕
の
作
を
持
つ
て
行
け
ば
、
僕
の
君
に
対
す
る
責
任
は
済
む
訳
な
ん
だ
ね
」

「
さ
う
さ
。
同
時
に
君
が
天
下
に
対
す
る
責
任
の
一
分
が
済
む
様
に
な
る
の
さ
」

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
よ
う
や
く
高
柳
は
、
中
野
君
か
ら
転
地
療
養
の
た
め
の
費
用
を
受
け
取
る
。

「
な
に
是
丈
持
つ
て
行
く
が
い
ゝ
。
実
は
こ
れ
は
妻
の
発
議
だ
よ
。
妻
の
好
意
だ
と
思
つ
て
持
つ
て
行
つ
て
く
れ
玉
へ
」

一
方
的
な
贈
与
で
は
な
く
、
中
野
は
高
柳
に
ゆ
る
や
か
に
文
学
作
品
と
い
う
対
価
を
求
め
て
い
る
。
対
価
が
あ
る
こ
と
で
、
経
済
活
動

の
中
に
文
学
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

高
柳
が
転
地
療
養
の
た
め
の
暇
乞
い
に
道
也
の
家
を
訪
れ
る
と
、
道
也
の
文
筆
活
動
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
、
妻
と
会
社
役
員
で
あ
る
道

也
の
兄
が
結
託
し
て
金
を
借
り
た
こ
と
に
し
て
い
て
、
金
を
借
り
た
と
さ
れ
る
鈍
栗
眼
の
男
に
、
道
也
は
借
金
の
返
済
を
迫
ら
れ
て
い

る
。
実
業
家
の
助
け
を
借
り
な
い
と
生
活
に
必
要
な
金
銭
が
得
ら
れ
な
い
と
な
る
と
、
道
也
が
人
生
と
生
活
の
す
べ
て
を
賭
け
て
試
み

た
、
実
業
家
か
ら
一
方
的
に
恵
ん
で
も
ら
う
関
係
か
ら
の
離
脱
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
道
也
は
そ
の
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危
機
に
あ
る
。
そ
の
場
に
高
柳
が
居
合
わ
せ
た
。

や
が
て
眼
を
挙
げ
て
鈍
栗
の
方
を
見
た
。

「
君
、
此
原
稿
を
百
円
に
買
つ
て
上
げ
ま
せ
ん
か
」

「
エ
へ
ヽ
ヽ
ヽ
。
私
は
本
屋
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」

「
ぢ
や
買
わ
な
い
で
す
ね
」

鈍
栗
が
道
也
の
原
稿
を
買
う
よ
う
に
言
っ
た
時
は
、
買
わ
な
い
と
高
柳
は
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、

「
先
生
」

「
何
で
す
か
」

「
此
原
稿
を
百
円
で
私
に
譲
つ
て
下
さ
い
」

高
柳
は
道
也
の
「
人
格
論
」
の
原
稿
を
百
円
で
譲
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
を
道
也
に
申
し
出
る
。

「
い
ゝ
え
、
い
ゝ
ん
で
す
。
好
い
か
ら
取
つ
て
下
さ
い
。
│
│
い
や
間
違
つ
た
ん
で
す
。
是
非
此
原
稿
を
譲
つ
て
下
さ
い
。
│
│
先
生
私
は
あ
な
た

の
、
弟
子
で
す
。
│
│
越
後
の
高
田
で
先
生
を
い
ぢ
め
て
追
ひ
出
し
た
弟
子
の
一
人
で
す
。
│
│
だ
か
ら
譲
つ
て
下
さ
い
」

金
額
と
し
て
は
、
鈍
栗
に
支
払
う
の
も
道
也
に
支
払
う
の
も
同
じ
百
円
で
あ
る
が
、
道
也
に
向
け
て
百
円
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
高
柳
の
道
也
へ
の
越
後
の
高
田
で
追
い
出
し
た
こ
と
の
謝
罪
と
、
道
也
を
敬
愛
す
る
心
情
の
表
明
と
共
に
、
道
也
へ
の
金
銭
の
流
れ

が
生
み
出
さ
れ
る
。
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愕
然
た
る
道
也
先
生
を
残
し
て
、
高
柳
君
は
暗
き
夜
の
中
に
紛
れ
去
つ
た
。
彼
は
自
己
を
代
表
す
べ
き
作
物
を
転
地
先
よ
り
も
た
ら
し
帰
る
代
り

に
、
よ
り
偉
大
な
る
人
格
論
を
懐
に
し
て
、
之
を
わ
が
友
中
野
君
に
致
し
、
中
野
君
と
そ
の
細
君
の
好
意
に
酬
い
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

中
野
、
高
柳
、
道
也
の
三
人
と
い
う
小
さ
な
範
囲
で
は
あ
る
が
、
高
柳
の
思
い
と
共
に
「
人
格
論
」
を
媒
介
に
「
百
円
」
と
い
う
金
銭

の
流
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
⒂
。
高
柳
の
思
い
と
行
動
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
小
さ
い
な
が
ら
も
文
学
作
品
を
媒
介
と
し
て
経
済
が
循
環
し

て
い
る
。
こ
の
小
さ
な
循
環
の
先
に
は
、
文
学
に
関
心
が
あ
り
経
済
力
も
あ
る
中
野
君
の
紹
介
で
「
人
格
論
」
が
出
版
さ
れ
る
等
、
よ
り

多
く
の
人
々
が
広
い
範
囲
で
巻
き
込
み
つ
つ
、
さ
ら
に
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
文
学
作
品
を
媒
介
に
し
た
経
済
の
循
環
が
想
定
で
き
る
。

生
産
や
資
本
の
蓄
積
の
み
で
は
経
済
活
動
は
停
滞
す
る
。
経
済
成
長
に
は
生
産
と
消
費
の
サ
イ
ク
ル
の
円
滑
な
循
環
が
不
可
欠
な
こ
と

を
考
え
る
と
、
消
費
も
生
産
と
同
等
に
重
要
な
経
済
活
動
で
あ
る
。
実
現
し
た
い
意
図
を
持
っ
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
は
単
な
る
消
費
活

動
に
見
え
て
も
、
目
的
に
叶
う
金
銭
の
流
れ
を
伴
っ
た
経
済
の
循
環
と
望
ま
し
い
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
活
動
な
の
で
あ
る
。

組
織
的
な
生
産
活
動
や
金
銭
の
蓄
積
を
行
う
た
め
に
は
一
定
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
一
方
消
費
は
規
模
の
大
小
は
あ
っ
て
も
、
人
間
が
社
会
で
生
き
て
い
る
以
上
必
ず
附
随
す
る
活
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
各
個

人
が
定
見
を
持
っ
て
消
費
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
金
額
で
あ
っ
て
も
、
望
ま
し
い
金
銭
の
流
れ
を
生
み
だ
し
、

社
会
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
文
学
が
「
社
会
問
題
や
人
生
問
題
に
対
す
る
豊
か
な
判
断
力
」「
人
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
思
い
」

の
媒
介
物
と
し
て
金
銭
の
循
環
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
社
会
問
題
や
人
生
問
題
に
対
す
る
豊
か
な
判
断
力
」「
人
の
た
め
に
役

立
ち
た
い
思
い
」
も
広
く
流
通
し
、
社
会
に
位
置
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。「
野
分
」
の
背
景
に
は
そ
の
よ
う
な
文
学
観
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。夏

目
漱
石
『
野
分
』
論

五
九



注
⑴
「
中
央
公
論
」
明
治
四
○
年
二
月

⑵
「
読
売
新
聞
」
明
治
四
○
年
一
月
二
七
日

⑶

道
也
を
含
め
た
人
物
形
象
に
幾
ば
く
か
の
滑
稽
味
が
あ
り
、
作
品
の
内
容
を
担
う
に
価
す
る
重
み
が
足
り
な
い
点
を
批
判
す
る
他
の
評
と
し
て

は
、
銀
漢
子
「
小
説
月
評
」（「
早
稲
田
文
学
」
明
治
四
○
年
二
月
）
が
あ
る
。

道
也
先
生
の
や
う
な
人
は
何
だ
か
文
學
士
と
い
ふ
肩
書
を
有
つ
人
の
中
に
居
さ
う
に
な
い
。
飄
輕
な
漢
學
者
臭
い
。
作
者
が
道
也
を
「
拘
泥

せ
ぬ
」
人
に
描
か
う
と
し
た
ヾ
け
の
性
格
が
淺
薄
で
重
み
が
足
り
ぬ
。
高
柳
の
方
が
寧
ろ
道
也
に
比
ぶ
れ
ば
實
際
に
あ
り
さ
う
に
出
來
て
ゐ

る
。

⑷
「
二
六
新
聞
」
明
治
四
○
年
一
月
七
日

⑸

前
掲

銀
漢
子
「
小
説
月
報
」

⑹

越
智
治
雄
「
作
品
論

野
分
」「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
和
四
十
四
年
四
月

學
燈
社

⑺

西
垣
勤
「「
野
分
」
私
論
」「
日
本
文
学
」
昭
和
四
七
年
六
月

日
本
文
学
協
会
編
・
未
来
社
刊

⑻

藤
堂
尚
夫
「
漱
石
の
一
断
面
│
│
〈
金
〉
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」「
仁
愛
国
文
」
昭
和
六
三
年
一
二
月

仁
愛
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会

⑼

拙
稿
「
夏
目
漱
石
『
野
分
』
考
│
│
道
也
に
お
け
る
金
銭
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」「
日
本
文
藝
研
究
」
平
成
六
年
九
月

関
西
学
院
大
学

日
本
文
学
会

⑽

前
掲

西
垣
勤
「「
野
分
」
私
論
」
に
お
い
て
、「
教
師
を
や
り
な
が
ら
『
人
格
論
』
の
完
成
を
急
い
だ
方
が
は
る
か
に
能
率
的
だ
ろ
う
。
し
か

し
道
也
に
は
そ
れ
が
出
来
な
い
。
出
来
な
い
の
は
『
人
格
論
』
と
教
師
稼
業
と
が
内�

的�

に�

（
傍
点
原
文
）
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
人
格
論
』

の
完
成
迄
は
普
通
の
教
師
と
し
て
ご
ま
か
し
て
い
れ
ば
い
い
な
ど
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
『
人
格
論
』
に
だ
け
人
間
性
を
賭
け
て
あ
と
は
皆

捨
て
て
適
当
に
生
き
る
な
ど
ど
い
う
の
は
、
道
也
に
と
っ
て
や
り
切
れ
ぬ
俗
論
・
ゴ
マ
カ
シ
に
過
ぎ
な
い
。」
と
、
道
也
に
と
っ
て
、『
人
格

論
』
の
執
筆
を
は
じ
め
と
す
る
文
筆
活
動
と
教
師
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
両
立
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑾

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
藤
堂
尚
夫
は
「
道
也
は
「
芸
」
と
「
学
問
」
と
を
分
か
ち
、「
芸
」
を
売
る
こ
と
で
自
身
の
「
道
徳
的
の
労
力
」
を
買

収
さ
れ
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
の
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。（
藤
堂
尚
夫
「『
野
分
』
論
│
│
冒
頭
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」「
仁
愛
国
文
」
平
成
元

年
一
二
月

仁
愛
女
子
短
期
大
学

⑿

長
嶺
重
敏
は
「
長
谷
川
如
是
閑
言
う
と
こ
ろ
の
「
読
書
中
毒
」「
読
書
病
」
に
か
か
っ
た
こ
れ
ら
の
「
煩
悶
青
年
」
達
の
読
書
は
、
決
し
て
音

夏
目
漱
石
『
野
分
』
論
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〇



読
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
新
聞
紙
上
で
「
平
素
読
書
を
好
み
寸
暇
あ
れ
ば
必
ず
図
書
館
へ
入
る
を
楽
し
み
」
に
し
て
い
た
と
報
じ

ら
れ
た
藤
村
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
自
己
と
対
話
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
図
書
館
に
こ
も
り
な
が
ら
一
人
黙
っ
て
本
を
読
む
者
達
で
あ
っ
た
。」

と
、「
煩
悶
青
年
」
達
の
公
共
の
場
で
の
黙
読
と
い
う
読
書
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。（
長
嶺
重
敏
『
雑
誌
と
読
者
の
近
代
』
平
成
九

年
七
月

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）

⒀

拙
稿
「
夏
目
漱
石
「
野
分
」
論
│
│
「
批
評
家
」
の
誕
生
│
│
」（「
阪
神
近
代
文
学
研
究
」
平
成
一
四
年
三
月

阪
神
近
代
文
学
会
）
に
お
い

て
、
こ
の
箇
所
を
「
テ
ク
ス
ト
と
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
、
読
み
の
進
行
と
同
時
に
生
み
出
さ
れ
る
、
高
柳
に
よ
る
解
釈
の
生
産
過
程
そ

の
も
の
が
見
事
に
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
。」
と
評
し
、「
金
持
ち
」「
俗
物
」
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
「
解
脱
と
拘
泥
」
に
、
道
也
の
意
図
を
越

え
た
と
こ
ろ
で
、
高
柳
が
新
た
に
「
青
年
の
煩
悶
に
対
す
る
解
決
」
論
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
価
値
を
発
見
し
た
点
を
述
べ
た
。

⒁

相
原
和
邦
は
、
白
井
道
也
が
「
文
学
者
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
、「
平
岡
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
道
也
の
場
合
は
、
文

筆
と
い
っ
て
も
た
ん
な
る
小
説
で
は
な
い
し
、
演
説
な
ど
文
筆
以
外
の
言
語
活
動
に
広
が
っ
て
い
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
す
が
、
ま
さ

に
そ
こ
に
狭
い
意
味
で
の
文
芸
・
趣
味
的
な
文
学
を
こ
え
た
言
語
表
現
の
使
命
が
自
覚
さ
れ
、
社
会
へ
の
か
か
わ
り
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
は
じ
め
に
把
握
し
た
よ
う
な
広
汎
な
「
文
学
者
」
の
概
念
と
マ
ッ
チ
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
発
言
し

て
い
る
。（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
１
４
「
夏
目
漱
石
」
昭
和
五
○
年
一
一
月

学
生
社
』）

⒂

江
口
朗
は
「
高
柳
を
救
っ
た
〈
枯
れ
る
前
の
仕
事
〉
と
は
、
高
柳
が
死
ぬ
前
に
小
説
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。「
自
己
を
代
表
す
べ
き

さ
く
ぶ
つ

作
物
」「
よ�

り�

偉
大
な
る
人
格
論
」（
傍
点
原
文
）
を
利
害
得
失
の
世
界
に
生
き
る
中
野
に
手
渡
す
こ
と
で
あ
る
。「
解
脱
と
拘
泥
」
に
「
趣
味

の
堕
落
し
た
も
の
は
依
然
と
し
て
現
存
す
る
。
現
存
す
る
以
上
は
堕
落
し
た
趣
味
を
傳
染
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
。」
と
あ
る
が
、「
人
格
論
」
の
手
渡

し
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
と
は
逆
の
高
尚
な
趣
味
の
伝
染
と
い
う
意
味
を
持
つ
筈
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（
江
口
朗
「『
野
分
』
―
自
己
実

現
の
情
熱
―
」（「
国
文
学
試
論
」
平
成
元
年
一
月

大
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）「
趣
味
に
富
ん
だ
」
中
野
は
、
道
也
の
「
人
格
論
」
で

啓
蒙
さ
れ
る
べ
き
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
高
柳
の
行
為
に
よ
っ
て
、
高
柳
の
思
い
と
と
も
に
「
人
格
論
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る

は
ず
の
高
尚
な
趣
味
が
、
伝
染
す
る
よ
う
に
広
が
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
首
肯
で
き
る
。

＊
底
本
は
『
漱
石
全
集

第
三
巻
』
平
成
六
年
二
月

岩
波
書
店

に
よ
る
。
但
し
ル
ビ
は
省
い
た
。

（
み
や
ぞ
の

み
か
・
常
磐
会
学
園
大
学
准
教
授
）

夏
目
漱
石
『
野
分
』
論
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