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し
て
何
ら
か
の
共
感
・
共
通
意
識
を
共
有
す
る
一
手
段
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
、
伝
説
の
研
究
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
音
義
に

よ
る
発
想
・
連
想
と
共
に
、
注
視
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。

注（
１
）
鎌
倉
末
期
、相
州
正
宗
の
弟
子
で
十
哲
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
初
代
・

志
津
三
郎
兼
氏
（
包
氏
）
が
美
濃
国
多
芸
郡
志
津
に
移
住
、
そ
の

後
門
弟
が
直
江
に
移
り
、
直
江
志
津
と
称
し
た
。

（
２
）
島
津
久
基
『
義
経
伝
説
と
文
学
』
一
九
三
五　

明
治
書
院　

（
３
）
一
七
八
八
～
一
八
七
八
。
狩
野
派
の
画
法
を
学
び
、
有
職
故
実
・

大
和
絵
の
研
究
を
行
う
。
考
証
重
視
・
写
実
主
義
に
基
づ
き
な
が
ら
、

内
外
の
史
実
を
流
派
・
技
法
の
別
な
く
扱
う
新
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

「
歴
史
画
」
を
確
立
、
明
治
期
に
活
躍
し
な
が
ら
も
そ
の
後
近
代
日

本
画
史
に
埋
も
れ
た
画
家
で
あ
る
。
上
古
か
ら
中
世
の
忠
臣
・
烈

婦
を
肖
像
化
し
略
伝
を
付
し
た
『
前
賢
故
実
』
十
巻
（
十
一
年
の

歳
月
を
か
け
天
保
七
年
に
完
成
、
明
治
元
年
刊
行
）
は
、
当
時
流

行
し
、
俊
英
た
ち
の
多
く
が
手
本
・
引
用
と
し
た
。

（
４
）『
浅
草
寺
絵
馬
扁
額
調
査
報
告
』
一
九
九
〇　

浅
草
寺
絵
馬
調
査
団

　

（
な
い
と
う
・
ひ
ろ
よ
／
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
）

一
、
歴
史
、
伝
説
、
主
体
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　

伝
説
に
は
主
体
構
築
の
機
能
を
も
ち
、
そ
れ
を
通
じ
て
歴
史
を
つ
く
り

だ
す
も
の
が
あ
る
。
伝
説
の
語
り
は
、
暗
示
や
仄
め
か
し
を
通
じ
て
主
体

に
迫
り
、
そ
の
感
情
に
訴
え
て
く
る
。
伝
説
が
「
真
実
」
と
し
て
信
じ
ら

れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
集
団
の
歴
史
を
語
る
伝
説
や
、

特
定
の
血
筋
や
家
筋
の
由
来
を
語
る
伝
説
は
、
諸
個
人
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
歴
史
意
識
を
付
与
し
て
、
集
団
に
従
属
す
る
主
体
を
構
築
す
る
。

む
ろ
ん
、
創
ら
れ
る
の
は
自
発
的
に
語
る
力
を
も
つ
主
体
な
の
だ
が
、
こ

の
語
り
手
は
（
私
も
）
彼
を
と
り
ま
く
社
会
的
状
況
や
、（
先
行
す
る
語

り
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
）
想
像
的
な
歴
史
か
ら
の
制
約
を
受
け
て
い

る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、主
体
は
サ
バ
ル
タ
ン
性（
従
属
性
）を
回
避
で
き
な
い
。

主
体
は
決
し
て
、
政
治
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
経
済
、
歴
史
、
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
、言
語
な
ど
の
要
素
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
ス

ピ
ヴ
ァ
ッ
ク　

一
九
九
八
）
か
ら
で
あ
る
。

　

主
体
／
「
固
有
名
詞
」
の
歴
史
を
描
出
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
諸

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
伝
説
研
究
の
新
潮
流

歴
史
の
視
点
か
ら

―
「
山
賊
」の
伝
説
と
そ
の「
系
図
」の
創
出 

―

佐 

藤
　
喜 

久 

一 

郎
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要
素
か
ら
な
る
網
状
組
織
の
多
元
性
を
考
慮
し
て
、「
厚
い
記
述
」
を
行

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
今
こ
こ
で
主
体
一
般
に
つ
い
て
の

「
厚
い
記
述
」
を
行
う
の
は
さ
す
が
に
難
し
い
か
ら
（
で
も
い
つ
か
は
や

る
べ
き
だ
）、
と
り
あ
え
ず
は
、
手
近
な
素
材
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
か
ら

は
じ
め
た
い
。

　

そ
こ
で
、本
発
表
に
お
い
て
は
、私
じ
し
ん
に
か
か
わ
る
上
野
国
の
「
佐

藤
佐
太
夫
」
と
「
佐
藤
軍
兵
衛
」
の
伝
説
、
並
び
に
佐
藤
姓
の
由
来
を
説

い
た
一
巻
の
巻
物
を
め
ぐ
る
、
私
の
さ
さ
や
か
な
考
察
の
一
部
を
報
告
し

た
。

二
、「
佐
太
夫
」
と
「
軍
兵
衛
」

　
「
佐
太
夫
」伝
説
の
内
容
は
単
純
で
あ
る
。「
佐
太
夫
」と
い
う
早
足
の「
山

賊
」が
上
信
国
境（
群
馬
県
と
長
野
県
の
境
）の
山（
碓
氷
峠
周
辺
）に
籠
り
、

そ
の
大
力
を
発
揮
し
て
往
来
す
る
人
々
を
苦
し
め
た
と
か
、
な
に
か
滑
稽

な
こ
と
を
行
っ
た
と
か
、
類
型
的
な
世
間
話
ふ
う
の
物
語
が
語
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
佐
藤
家
の
系
譜
に
登
場
す
る
「
佐
藤
佐
太
夫
」
は
戦
国
時
代
の

人
物
で
、
軍
律
に
違
反
し
た
あ
げ
く
上
信
国
境
の
山
に
籠
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
じ
っ
さ
い
、
私
の
出
自
集
団
の
一
部
に
、「
佐

太
夫
」
を
初
代
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、「
佐
太
夫
」
伝
説
自
体
は
、
佐
藤
家
の
登
場
以
前
に
も
存
在

し
た
よ
う
だ
。
私
は
、
サ
ダ
・「
碓
氷
貞
（
定
）
光
」・「
定
千
代
」・「
猿

丸
太
夫
」・「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
な
ど
の
音
的
に
類
似
す
る
「
固
有
名
詞
」

の
絡
み
合
い
や
、
多
元
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
と
混
淆
に
よ
っ
て
、
我
々

の
「
佐
太
夫
」
伝
説
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。「
佐
（
藤
）
太
夫
」

ば
か
り
が
サ
ダ
（
タ
）
ユ
ウ
で
は
な
い
こ
と
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
今

昔
物
語
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
佐
（
伯
）
大
夫
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

上
野
国
の
佐
藤
家
の
系
図
（
系
譜
も
）
に
は
、
実
在
の
個
人
な
の
か
、

そ
れ
と
も
何
か
の
概
念
な
の
か
、
ま
っ
た
く
判
然
と
し
な
い
「
固
有
名
詞
」

が
い
く
つ
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
佐
太
夫
」
も
そ
の
一
つ
だ
が
、
最
も
知

名
度
が
高
い
「
固
有
名
詞
」
は
「
佐
藤
軍
兵
衛
」
で
、
こ
の
人
に
も
い
ろ

い
ろ
と
逸
話
が
多
い
。

　
「
軍
兵
衛
」
は
我
々
に
と
っ
て
は
一
応
英
雄
だ
が
、
人
々
が
抱
く
「
軍

兵
衛
」
像
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
づ
け
た
の
は
、

近
世
の
地
方
軍
記
類
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
「
軍
兵
衛
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
は
滑
稽
な
も
の
も
あ
る
が
、
印
象
に
残
る
の
は
そ
の
畏
怖
す
べ
き
面
で

あ
る
。「
軍
兵
衛
」
は
そ
の
力
を
誇
示
し
て
農
民
を
苦
し
め
た
り
、
富
豪

の
家
を
夜
討
ち
し
て
略
奪
し
一
家
を
虐
殺
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
最
後

に
は
鬼
退
治
め
い
た
や
り
口
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

だ
が
、「
佐
太
夫
」
を
祖
と
す
る
家
筋
が
あ
る
の
と
同
様
、
佐
藤
一
族

に
は
「
軍
兵
衛
」
を
直
接
の
祖
と
す
る
家
筋
も
あ
り
、
上
野
国
で
は
な
ぜ

か
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
威
信
に
つ
な
が
っ
た
。
じ
っ
さ
い
近
代
初

期
に
は
、
同
姓
同
名
の
人
物
（
折
田
［
地
名
］
軍
兵
衛
）
が
政
治
家
と
し

て
活
躍
し
て
い
る
（
現
在
で
は
軍
兵
衛
と
は
こ
の
政
治
家
の
こ
と
と
考
え

て
い
る
人
も
あ
る
）。
中
心
と
周
縁
は
、
常
に
ひ
そ
か
な
つ
な
が
り
を
持
っ

て
い
る
の
だ
。
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人
々
が
佐
藤
一
族
に
抱
い
た
の
は
、折
口
信
夫
が
い
う「
ご
ろ
つ
き
」「
ぶ

し
」
へ
の
両
義
的
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
佐
太
夫
」
の

イ
メ
ー
ジ
は
宗
教
的
職
能
者
＝
「
太
夫
」
へ
の
畏
怖
に
よ
っ
て
、「
軍
兵
衛
」

の
イ
メ
ー
ジ
は
軍
隊
や
兵
士
へ
の
畏
怖
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
を
媒
介
し
た
の
が
佐
藤
姓
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
一
連
の
両
義
的
イ
メ
ー
ジ
が
な
ぜ
普
遍
的

で
あ
る
か
に
見
え
る
「
佐
藤
姓
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
に
が
「
佐
太
夫
」
を
「
佐
藤
佐
太
夫
」
に
変
え
、

「
軍
兵
衛
」
を
「
佐
藤
軍
兵
衛
」
に
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
佐
藤
一
族
の
巻
物

⑴
、
佐
藤
姓
の
起
源

　

佐
藤
姓
の
起
源
を
語
る
巻
物
が
、
長
野
県
軽
井
沢
町
の
旧
佐
藤
本
陣
文

書
の
な
か
に
あ
る（
こ
の
軽
井
沢
宿
の
本
陣
は
、宿
の
長
と
し
て「
佐
太
夫
」

の
家
筋
の
上
位
に
あ
っ
た
家
で
あ
る
）。
転
写
者
の
無
知
か
ら
か
、
巻
物

に
は
誤
記
が
目
立
つ
う
え
に
、
意
味
不
明
の
箇
所
が
多
い
け
れ
ど
、「
佐

藤
佐
太
夫
」
な
ど
の
「
固
有
名
詞
」
の
意
味
（
あ
る
い
は
無
意
味
）
に
つ

い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
物
語
が
軽
井

沢
宿
の
本
陣
に
届
け
ら
れ
た
経
緯
は
不
祥
だ
が
、
私
が
調
査
し
た
と
こ
ろ

で
は
、あ
る
程
度
流
布
し
た
文
書
だ
っ
た
ら
し
く
、物
語
か
ら
人
物
の
「
固

有
名
詞
」
を
抽
出
し
て
、
系
図
風
に
書
き
直
し
た
事
例
が
他
地
域
に
あ
る
。

　

物
語
部
分
を
要
約
し
て
以
下
に
し
め
そ
う
。

①
、
サ
ヨ
フ
の
神
と
藤
白
神
社

　

宇
佐
へ
と
参
宮
す
る
裕
明
天
皇
（
実
在
の
天
皇
で
は
な
い
）
の
一
行
が

藤
白
に
至
っ
た
。
佐
藤
家
の
先
祖
と
な
る
紀
伊
国
松
次
郎
（
佐
藤
庄
司
の

読
み
替
え
）
も
供
と
し
て
そ
の
な
か
に
い
た
。
藤
白
に
は
「
佐
越
池
」
と

い
う
池
が
あ
る
。
天
地
開
闢
の
頃
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
尊
が
「
サ
ヨ

フ
」
と
い
う
神
を
儲
け
、
そ
の
神
の
産
湯
の
盥
が
変
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
佐
越
池
」の
畔
に
は
三
千
年
に
一
度
し
か
開
か
な
い
と
い
う「
バ
シ
ョ
ヲ
」

が
咲
い
て
い
た
。
悦
ん
だ
天
皇
は
、
神
前
に
お
い
て
、「
佐
越
の
池
」
の

佐
と
藤
白
の
藤
を
組
み
合
わ
せ
た
佐
藤
の
姓
を
、
供
の
松
次
郎
に
与
え
た
。

②
、
数
万
人
の
ヤ
ク
神

　

松
次
郎
の
子
孫
は
奥
州
へ
と
下
り
、
十
三
代
を
数
え
た
。
だ
が
、
十
三

代
丹
波
守
は
「
国
主
」
と
争
い
、
二
千
余
騎
の
一
族
を
率
い
て
流
浪
の
旅

に
で
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
族
は
奥
州
を
離
れ
、
関
東
日
光
山
へ
移
り
、

さ
ら
に
「
国
境
」
の
「
深
山
」
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
の
山
の
「
滝
ノ
水

上
」
で
暮
ら
す
う
ち
、三
年
の
月
日
が
過
ぎ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
滝
ノ
水
上
」

で
の
暮
ら
し
は
不
動
明
王
を
穢
し
て
い
た
。
百
日
の
う
ち
に
「
数
万
人
の

ヤ
ク
神
」
が
取
り
憑
き
、
一
族
は
皆
取
り
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

③
、
佐
藤
ダ
ン
ジ
ヤ
ウ

　

助
か
っ
た
の
は
、
佐
藤
ダ
ン
ジ
ヤ
ウ
貞
信
の
夫
婦
だ
け
で
あ
っ
た
。
ダ

ン
ジ
ヤ
ウ
は
「
御
幡
」
を
探
し
、
そ
れ
を
開
き
、
西
に
向
け
て
投
げ
た
。

幡
は
飛
ん
で
い
き
、「
越
後
国
ウ
ウ
治
郡
赤
公
」（
魚
沼
郡
赤
土
の
誤
り
）

に
落
ち
た
。
夫
婦
は
そ
れ
を
慕
っ
て
尋
ね
下
り
、
幡
の
落
ち
た
と
こ
ろ
に

住
ん
だ
。
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け
れ
ど
も
、
二
人
の
跡
を
継
ぐ
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
養
子
」

が
「
名
代
」
に
立
っ
た
。
今
の
「
佐
藤
苗
字
」
の
人
々
は
、
こ
の
「
養
子
」

の
子
孫
で
あ
る
。

⑵
、「
固
有
名
詞
」
の
連
鎖

　

こ
の
巻
物
の
物
語
は
、
類
似
性
を
も
つ
「
固
有
名
詞
」
の
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
特
に
興
味
深
い
点
は
、「
サ
」
の
音
に
込
め
ら

れ
た
暗
示
が
、多
元
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
一
定
の
方
向
に
誘
導
し
て
い
る
（
発

表
で
は
「
藤
」
や
「
白
」
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
連
に
も
触
れ
た
が
、

そ
れ
は
別
の
機
会
に
述
べ
る
）
こ
と
に
あ
る
。「
佐
越
池
」、「
サ
ヨ
フ
」
と

い
う
神
、
佐
藤
ダ
ン
ジ
ヤ
ウ
貞
信
（
サ
ダ
ノ
ブ
）
と
い
っ
た
、
物
語
の
キ

イ
と
な
る
「
固
有
名
詞
」
に
は
す
べ
て
「
サ
」
の
音
が
ふ
く
ま
れ
る
。

　

だ
が
、「
固
有
名
詞
」
を
結
合
さ
せ
て
い
る
の
は
音
の
類
似
ば
か
り
で

は
な
い
。
暗
示
の
力
は
、「
固
有
名
詞
」
の
背
後
に
控
え
る
世
界
か
ら
も

働
い
て
い
る
。
例
え
ば
、「
サ
ヨ
フ
」
と
い
う
神
の
名
は
、「
産
用
」
や
、

産
神
、
産
所
な
ど
（
稲
魂
の
「
サ
」
で
は
な
く
て
）
を
想
起
さ
せ
る
が
、

そ
う
し
た
想
起
を
可
能
に
す
る
文
化
的
約
束
事
は
、「
固
有
名
詞
」
の
外

部
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、
室
町
物
語
『
明
石
の
物
語
』
に
は
、
熊
野
参
詣
か
ら
帰
る

佐
藤
庄
司
が
、
熊
野
「
権
現
よ
り
た
ま
は
り
た
る
子
」
を
「
佐
夜
の
中

山
」
で
拾
い
、「
熊
王
御
前
」
と
名
付
け
て
養
育
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

こ
の
「
佐
夜
の
中
山
」
譚
も
、
音
の
類
似
だ
け
か
ら
佐
藤
一
族
と
「
佐
夜

の
中
山
」
を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。「
熊
野
の
本
地
」
の
物
語

を
始
め
、
神
の
息
子
が
野
獣
や
辺
境
の
民
（
野
蛮
人
）
に
よ
っ
て
養
育
さ

れ
る
物
語
と
の
関
連
を
考
え
た
い
。
我
々
の
巻
物
の
最
後
に
唐
突
に
登
場

し
、
佐
藤
一
族
の
新
し
い
先
祖
と
な
る
「
養
子
」
に
、「
サ
ヨ
フ
」
や
「
熊

王
御
前
」
と
の
起
源
的
同
一
性
を
見
い
だ
す
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
系
譜
が
、
熊
野
信
仰
か
ら
直
接
・
間
接
に
導
出
さ

れ
た
と
想
定
し
た
の
で
は
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
く

あ
る
よ
う
に
、
佐
藤
（
＝
佐
太
夫
）
と
よ
ば
れ
た
人
々
を
何
ら
か
の
宗
教

的
職
能
者
の
後
裔
と
見
な
し
た
り
、
産
神
（
と
穢
れ
の
問
題
）
や
サ
に
対

す
る
信
仰
の
残
存
を
想
定
し
た
の
で
は
、
物
語
が
有
す
る
主
体
構
築
的
側

面
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
熊
野
信
仰
に
つ
い

て
は
、
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
解
釈
の
論
理
と
し
て
の
側
面
（
社
交
辞
令

と
し
て
の
真
理
）
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖

を
固
定
化
し
、
ス
テ
ィ
グ
マ
と
し
て
主
体
に
刻
み
込
む
た
め
の
正
統
化
の

論
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
た
め
の

戦
略
と
し
て
、
熊
野
信
仰
が
投
入
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
適
当
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
は
、
無
限
に
ず
れ
続
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
流
れ
を
一
定
の

方
向
に
導
く
為
に
、
サ
ヨ
フ
や
藤
白
が
特
権
的
な
「
固
有
名
詞
」
と
し
て

の
位
置
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
起
源
す
る
歴
史
の
語
り
が
発
明
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
、叙
述
の
超
越
的
な
対
象
で
あ
る
神
々

も
、そ
れ
に
従
属
す
る
主
体
（
＝
佐
藤
）
も
、す
べ
て
皆
、無
意
味
な
「
サ
」

の
連
な
り
の
束
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
一
つ
に
止
ま
り
続
け
た
で
あ
ろ
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う
。
元
来
は
結
び
つ
き
え
な
い「
固
有
名
詞
」を
想
像
力
に
よ
っ
て
接
合
し
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
虚
ろ
な
類
似
性
を
意
味
と
解
釈
と
で
満
た
す
の
が
系
譜

（
系
図
）
＝
歴
史
の
力
な
の
だ
。

　

以
上
、私
は
「
固
有
名
詞
」
と
し
て
の
「
私
」
自
身
の
裂
け
目
を
覗
い
て
、

歴
史
と
は
異
質
の
何
か
が
見
つ
か
ら
な
い
か
少
し
探
っ
て
み
た
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
自
由
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
主
体
の
「
固
有
名

詞
」
化
の
歴
史
を
歴
史
化
す
る
こ
と
で
、
私
は
、
さ
さ
や
か
な
り
と
も
歴

史
の
語
り
に
抵
抗
し
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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