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ヒ

ュ

I
ム
の

「
手
品
」

ー
共
感
概
念
に
関
す
る
一
考
察

l

高

原

雅

人

序

「
等
し
く
結
ぼ
れ
た
弦
に
於
い
て
一
本
の
動
き
が
他
の
弦
に
伝
わ
る
の
と
同
様
に
、
全
て
の
情
感
は
素
早
く
一
人
の
人
聞
か
ら
他
の

(

1

)

 

人
間
へ
と
移
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
内
部
に
対
応
し
た
動
き
を
も
た
ら
す
。
」

こ
れ
は
「
弦
の
比
鳴
」
と
し
て
知
ら
れ
る
一
節
で
あ
り
、
「
鏡
の
比
喰
」
と
共
に
『
人
性
論
』
〉
吋
百
丘
町
。
。
町
田
ロ
自
由
ロ

z
gロ
B

の
共
感
若
田
宮
任
司
を
特
徴
付
け
て
い
る
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
人
性
論
』
の
共
感
が
受
動
的
な
、
情
念
の
感
染
を
支
え
る
人

間
本
性
の
性
向
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
援
助
行
為
へ
の
動
機
を
構
成
す
る
要
素
で
は
な
い
、
消
極
的
な
「
情
念
の
伝
達
原

理」司片山口ロ印刷
L
o
o
h
n
O
B
Sロ
巳
S

昨
日

0
ロ
弘
吉
田
国
問
自
由
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。

こ
う
し
た
共
感
像
は
、
共
感
を
人
間
性

E
g
g
S
;
一
般
的
仁
愛

m
B
o
z
-
r
g
2
0
H
g
g
と
い
う
根
源
的
本
能

O
H
笹
口
色

(

2

)

 

広
三
宮
nH
と
位
置
付
け
た
『
道
徳
原
理
研
究
』
〉
口
開

E
巳

q
gロ
8
2
E
m
F
o
甲山
R
e
g阻
止
冨
O
B
Z
と
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
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て
い
る
。
こ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
『
人
性
論
』
と
『
研
究
』
に
お
け
る
共
感
概
念
の
変
化
の
有
無
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、

ヒ
ュ

l
ム
は
共
感
を
明
確
に
定
式
化
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
二
つ
の
著
作
で
の
共
感
記
述
に
も
多
く
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
る
。

以
下
の
考
察
は
『
人
性
論
』
の
共
感
概
念
の
検
討
を
目
的
と
し
て
い
る
。
特
に
拡
大
的
共
感
肘
巳

g回
目

2
4
5宮
H
r
u
可
の
情
念
と

し
て
の
性
格
と
「
情
念
の
伝
達
原
理
」
と
し
て
の
共
感
が
も
っ
非
・
情
緒
性
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
を
中
心
に
据
え
た
。
換
号
一
回

す
れ
ば
、
『
人
性
論
』
の
内
に
あ
る
『
研
究
』
的
な
共
感
が
、

ヒ
ュ

l
ム
の
連
合
心
理
学
的
説
明
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
カ
バ

l
出
来
る

の
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
能
動
的
な
情
念
と
じ
て
の
共
感
の
導
入
は
、
「
手
品
田
町
山
m
z
d
z
g
E仏
」
と
評
さ
れ

る
よ
う
に
、

ヒ
ュ

I
ム
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
を
小
論
で
は
情
念
論
が
と
っ
て
い
る
連
合
心
理
学
的
説
明
の
限
界

へ
と
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

情
緒
的
感
染
凶
量
♀
Z
E
-
-
F
P
Z
S回

ま
ず
、
『
人
性
論
』
の
中
で
頻
繁
に
現
れ
る
共
感
像
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
共
感
が
最
初
に
導
入
さ
れ
る
一
節
で
、

ヒ
ュ

l
ム

は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
い
か
な
る
人
間
本
性
の
性
質
と
い
え
ど
も
、
:
:
:
他
者
と
共
感
す
る
性
向
、
即
ち
伝
達
に
よ
っ
て
他
者
の
傾
向
や
感
情
を
受
け
取

る
あ
の
性
向
ほ
ど
驚
く
べ
き
も
の
は
な
い
J
Q
E
)

こ
こ
で
、

ヒ
ュ

I
ム
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
共
感
は
次
に
挙
げ
る
事
例
の
中
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

「
快
活
な
表
情
は
私
の
心
の
内
に
顕
著
な
満
足
と
落
ち
若
き
を
吹
き
込
む
。
」

(ω
弓
)

「
気
立
て
の
よ
い
人
物
は
た
だ
ち
に
彼
の
友
人
と
同
じ
気
分
に
な
る
。
」

(ω
弓
)



共
感
は
他
者
か
ら
自
己
へ
の
情
念
の
伝
達
を
支
え
る
人
間
本
性
の
性
向
で
あ
り
、
文
字
通
り
「
情
念
の
伝
達
原
理
」
な
の
で
あ
る
。

「
大
抵
の
場
合
ヒ
ュ

l
ム
は
共
感
を
ナ
種
の
情
緒
的
感
染
巾
5
0昨日。ロ
m
L
Z
F
n
t
oロ
と
み
な
し
て
い
る
」
主
マ

l
サ
ー
が
書
い
た
の

(
3〉

は
、
こ
の
共
感
像
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
情
緒
的
感
染
は
マ

l
サ
ー
に
よ
れ
ば
「
非
認
識
的
同
類
感
情
ロ
。
ロ
・

8
ぬ
巳
尽
話

h
o
-
-
0
4司
・
町
内

mu--ロぬ」
の
一
種
で
あ
り
、
「
動
物
的
共
感
由
民
自
己

4
5宮
予
三
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
群
れ
を
な
す
家
畜
や
群
衆
に
見
ら

れ
る
情
緒
経
験
の
分
有
で
あ
る
。
こ
れ
が
非
認
識
的
で
あ
る
の
は
「
自
己
意
識
の
能
力
を
前
提
に
し
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
他
者
の
内

的
・
外
的
状
況
の
知
識
が
不
要
な
、

不
随
意
的
な
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
又
、
こ
の
種
の
共
感
は
援
助
行
為
へ
と
我
々
、
を
促
す

ヒュームの「手品J

よ
う
な
「
実
践
的
関
心
司

B
E
g
-
8
5
0
2」
を
も
含
ま
な
い
。

こ
こ
で
は
、
『
人
性
論
』
の
基
本
的
な
共
感
像
が
き
わ
め
て
受
動
的
な
情
緒
的
感
染
と
し
て
定
式
化
さ
れ
う
る
と
い
う
点
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
『
研
究
』
の
共
感
が
仁
愛
や
人
間
性
と
い
っ
た
援
助
行
為
へ
の
動
機
を
構
成
す
る
因
子
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

〈

4
〉

を
見
る
な
ら
、
『
人
性
論
』
の
共
感
の
異
質
性
は
明
ら
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
さ
ら
に
進
ん
で
共
感
の
心
理
学
的
説
明
か
-
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
感
が
情
緒
的
感
染
と
い
う
色
合
い
を
帯
び

る
背
景
に
、
そ
れ
が
強
く
働
い
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
冗
長
に
な
る
の
を
厭
わ
ず
ヒ
ュ

I
ム
の
所
説
を
引
用
す
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

「
何
ら
か
の
感
情
が
共
感
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
る
時
、
そ
れ
は
ま
ず
結
果
に
よ
っ
て
、
即
ち
表
情
や
会
話
の
内
に
あ
る
外
的
徴
表
に

よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が
そ
の
〔
情
念
の
〕
観
念
広

g印
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
直
ち
に
印
象
百
官
2
丘

g

に
変
化
す
る
。

つ
ま
り
、
当
の
情
念
自
身
に
な
る
ほ
ど
ま
で
の
度
合
い
の
力
と
活
気
と
を
獲
得
し
、
も
ヲ
と
の
感
情
と
同
じ
情
動
を
生
み

35 

だ
す
の
で
あ
る
。
観
念
か
ら
印
象
へ
の
こ
の
変
化
が
ど
れ
ほ
ど
瞬
間
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
る
観
察
と
反
省
と
か
ら
生
ず
る
。
」
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(
ω
H
U
1
)
 

以
上
が
共
感
の
成
立
過
程
の
大
枠
で
あ
る
。
他
者
の
情
念
が
同
定
さ
れ
、
観
念
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
過
程
と
そ
れ
が
印
象
へ
と
転
化

ず
る
過
程
が
、
共
感
の
知
覚
レ
ベ
ル
で
の
叙
述
で
あ
る
。

他
者
の
内
的
状
態
は
ヒ
ュ

l
ム
に
と
っ
て
は
、
直
接
観
察
不
可
能
な
私
的
事
象
で
あ
る
。
表
情
な
ど
の
公
的
な
事
象
は
こ
れ
と
因
果

的
に
結
合
す
る
偶
然
的
・
経
験
的
な
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
、
共
感
の
第
一
の
過
程
に
は
、

よ
く
知
ら
れ
た
認
識
論
的
な
問
題
が
生
ず

る
が
、

ヒュ

l
ム
に
は
そ
れ
は
問
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

国ロ
B
S
Z但
昨
日
ゅ
の
斉
一
性
を
確
信
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

観
念
と
し
て
知
覚
さ
れ
た
他
者
の
内
的
状
態
が
、
自
己
の
そ
れ
へ
と
変
化
す
る
過
程
を
さ
ら
に
見
て
み
よ
う
。

「
明
ら
か
に
、
我
々
自
身
の
観
念
あ
る
い
は
む
し
ろ
印
象
岳
町
庄
内

P
2
5匂
B
g
Zロ
え

2
2己
話
回

は
常
に
親
し
く
我
々
に
現
前

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
意
識
は
我
々
自
身
の
人

H
u
n
g
。
ロ
の
非
常
に
生
き
生
き
と
し
た
想
念
を
与
え
、
こ
の
点
で
何
ら
か
の
も

の
が
、
そ
れ
に
優
る
と
想
像
す
る
事
は
で
き
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
自
身
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
先
の
原
理
に
よ

っ
て
、
想
念
の
同
様
の
活
気
を
伴
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
J

Q

ロ)

か
く
し
て
、
観
念
と
し
て
の
他
者
の
情
念
は
、
「
自
己
」
の
印
象
の
活
気
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
印
象
化
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
自
己
と
他
者
の
関
係
〔
自
然
的
関
係
〕
を
ベ

I
ス
に
し
た
連
合
宮
田
o
n
在日
0
ロ
を
媒
介
に
し
て
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
共
感
を
想
像
力
の
連
合
機
能
へ
と
還
元
す
る
こ
と
は
、
第
一
に
共
感
を
心
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
す
る
事
で
あ
り
、

d心

的
事
象
の
内
実
を
構
成
す
る
知
覚
と
し
て
の
共
感
を
退
け
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
は
「
情
念
」
と
し
て
の
共
感
を
、
従
つ

て
仁
愛
と
し
て
の
共
感
を
も
退
け
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
こ
の
説
明
は
、
先
に
述
べ
た
「
情
緒
的
感
染
」
の
性
格
で
あ
る
不
随
意
性



と
非
実
践
性
と
を
共
感
規
定
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
機
械
的
な
「
観
念
↓
印
象
」
の
移
行
は
、

直
接
、
共
感
者
の
意
図
的
な
操
作
を
許
さ
な
い
必
然
性
を
も
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
し
、
他
者
の
情
念
の
存
在
も
「
一
般
規
則
的
?

ロ
2
世

-
E
F」
に
よ
る
連
合
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
他
者
は
共
感
者
に
と
っ
て
、
連
合
の
手
掛
り
と
な
る
一
契
機
に
過
ぎ
ず
、
他
者
の

代
わ
り
に
犬
や
猫
で
も
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
作
動
す
る
の
で
あ
る
。

情
念
論
の
基
本
的
性
格

ヒュームの「手品」

『
人
性
論
』
の
共
感
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
様
に
、
情
緒
的
感
染
と
い
う
表
現
に
合
致
し
た
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
共
感
に
関

す
る
直
接
の
記
述
か
ら
、
こ
れ
以
外
の
共
感
像
を
取
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
情
念
論
全
体
に
視
野
を
広
げ
て
考
察
し
て
み

ょ
う
。
情
念
論
の
基
本
的
な
性
格
と
共
感
の
受
動
的
な
性
格
と
の
聞
に
本
質
的
な
関
係
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ュ

l
ム
の
情
念
論
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
的
な
情
念
観
を
基
底
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
情
念
は
純
粋
に
個

人
的
な
事
象
で
あ
り
、
内
観
ぽ
待
。
田
宮

aoロ
に
よ
っ
て
の
み
観
察
可
能
な
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト

が
「
動
物
精
気
」
や
「
松
果
腺
」
を
中
心
と
し
た
生
理
学
的
概
念
で
情
念
論
を
構
成
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、

ヒ
ュ

l
ム
の
情
念

論
は
連
合
原
理
を
駆
使
し
て
心
理
現
象
の
記
述
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
情
念
は
直
接
情
念
で
あ
れ
間
接
情
念
で
あ
れ
、
苦
と
快
に
基
づ
い
て
い
る
。
何
ら
か
の
種
類
の
感
情
を
生
む
に
は
、
あ
る
善
や
悪

を
提
示
す
る
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
(
お
∞
)

「
自
負
と
自
卑
の
情
念
は
単
純
で
一
様
な
印
象
で
あ
り
、
多
く
の
言
葉
を
用
い
て
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
、
又
実
際
い
か
な
る
情
念
に

37 

関
し
て
も
、
正
確
な
定
義
を
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
が
敢
え
て
な
し
う
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
事
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情
の
枚
挙
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
」

(
N

ゴ)

右
の
二
つ
の
引
用
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
情
念
は
生
理
的
な
快
・
苦
の
印
象
に
基
づ
く
二
次
的
印
象

m
R
B宏
司
吉
宮
2閉

山

S
で
あ

り
、
そ
れ
が
想
像
力
に
よ
る
分
離
を
拒
む
と
い
う
点
で
は
単
純
印
象
回
目
同

S
F
E買
g
回
目
。
ロ
と
い
う
知
覚
論
上
の
特
性
を
持
っ
て
い

る
。
情
念
に
「
付
随
す
る
事
情
の
枚
挙
」
と
は
、
そ
れ
が
現
れ
る
継
起
関
係
の
中
で
本
質
的
な
要
素
を
「
枚
挙
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

情
念
の
記
述
が
継
起
関
係
を
中
心
に
な
さ
れ
る
事
は
、
次
の
一
節
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
悲
し
み
と
失
望
と
は
怒
り
を
、
怒
り
は
妬
み
を
、
妬
み
は
再
び
悲
し
み
を
生
み
だ
す
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
は
全
体
の
円
環
を
完
結

す
る
。
同
じ
よ
う
に
我
々
の
気
分
は
、
喜
び
で
高
揚
し
て
い
る
時
は
自
然
に
愛
・
寛
容
・
憐
れ
み
・
勇
気
・
自
負
そ
し
て
他
の
類
似
の

感
情
に
向
か
う
。
」

(
N
g
)

ヒュ

l
ム
の
情
念
は
「
移
行
す
る
」
印
象
で
あ
り
、
「
長
い
連
鎖
」
を
形
成
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
明
ら
か
に
印
象
の
聞
に
は
観
念

の
間
で
と
同
様
に
、
あ
る
引
力
、
連
合
が
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
情
念
論
は
、

か
く
し
て
、
多
様
な
情
念
の
連
鎖
を
連
合
原
理
の
駆

使
に
よ
っ
て
説
明
す
る
体
系
と
な
る
。

情
念
の
連
鎖
を
規
定
す
る
要
素
は
、
情
念
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
「
情
念
の
感
覚
忠
臣
凹
昨
日
。
ロ
。
h
u盟
国
ゲ
ロ
∞
」
即
ち
快
・

不
快
の
感
覚
で
あ
る
。
情
念
の
移
行
は
基
本
的
に
こ
の
感
覚
の
類
似
関
係
を
ベ

1
ス
に
し
て
い
る
。

(

5

)

 

こ
こ
で
我
々
が
注
目
し
た
い
の
は
、
情
念
論
の

m，S
ロ
ロ
ぬ
吋
，
rooミ
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
ヒ
ナ
l

ム
の
情
念
論
が
デ
カ
ル
ト
的

情
念
観
を
含
む
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
情
念
観
の
特
性
を
ケ
ニ

l
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
喜
び
の
よ
う
な
町
内
包
古
ぬ
と
、
愛
の
よ
う
な
開
B
2芯
口
、
賞
賛
(
包
S
町
田
仲
守
口
)
の
よ
う
な

k
J
E
E
r印
、
勇
気
の
よ
う
な
徳
性

ヨ
ユ
ロ

2
及
び
内
気

(
σ
g
r
p
z
g印
)
の
よ
う
な
性
格
特
性
吋

E
吉

正

-
n
E
E
2
2
と
の
聞
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
が
存
在
し
て
い



な
い
。
:
:
:
純
粋
に
、
心
的
出
来
事

B
E
g
-
0
2
2
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
情
念
と
感
覚
は
、
あ
る
感
覚
と
別
の
感
覚
と

(

6

)

 

が
相
違
す
る
仕
方
と
は
別
の
仕
方
で
、
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

ケ
ニ

l
の
指
摘
す
る
点
は
『
人
性
論
』
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
印
象
は
、
特
に
内
省
の
印
象

B
P
n昨

日

2
0
5
は
、
色
・
味
・
呑
及
び
他
の
感
覚
の
質

2
5
5
F
門
主
任
号
∞
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
J
Q
g
)

し
か
し
、

ヒュ

I
ム
の
情
念
論
の
主
要
な
対
象
が

L

「
魂
の
内
に
あ
る
純
粋
な
情
動
」
で
あ
り
、
き
わ
め
て
受
動
的
で
あ
る
こ
と
は
、

ヒュームの「手品」

情
念
と
行
為
と
の
連
関
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
情
念
と
行
為
と
の
関
係
が
「
出
来
事
」
聞
の
関
係
と
し
て
、
因
果
的
関
係
に
置

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
念
の
「
実
践
性
」
は
保
証
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
情
念
論
は
「
快
・
苦
の
感
覚
」
の
類
似
性
に
基
づ
い
た
情
念
の
連
合
理
論
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
純
粋
な
情
動
」
で
あ
る
情
念
の
移
行
が
情
念
論
の
中
心
的
な
主
題
で
あ
り
、

ヒュ

l
ム
の
「
二
重
連
合
の
原
理
」
は
欲
求
骨
出
町
ゆ
と

い
っ
た
意
欲
的

g
E片

山

4
0

な
情
念
に
は
基
本
的
に
係
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。

共
感
が
受
動
的
な
情
緒
的
感
染
と
し
て
提
示
さ
れ
る
背
景
に
、
上
に
述
べ
た
情
念
論
の
性
格
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
確
か

に
、
共
感
は
連
合
原
理
へ
の
還
元
に
よ
っ
て
、

E
巴
由
回
目
。
ロ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
可
白
田
回
目
。
ロ
は
連
合
原
理
の
適

用
を
受
け
る
ア
ト
ム
的
知
覚
で
あ
り
、
受
動
的
な
町
市
内
ロ
ロ
ぬ
を
中
心
と
す
る
「
心
的
出
来
事
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

「
共
感
は
情
念
で
は
な
い
」
と
言
う
場
合
に
、
我
々
は
そ
こ
に

E
白
回
目
。
ロ
の
限
定
的
な
意
味
を
含
め
て
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ

l
ム
の
共
感
が

E
白色

S
と
し
て
露
わ
に
な
る
文
脈
が
「
人
性
論
』
の
内
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

39 

同
時
に
ヒ
ュ

l
ム
の
「
二
重
連
合
の
原
理
」
に
、
あ
る
「
変
更
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
こ
こ



40 

で
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ヒ
ュ

i
ム
の
情
念
論
が
理
論
的
困
難
に
陥
る
と
同
時
に
共
感
の
司
自
己
。
ロ
と
し
て
の
性

格
づ
け
が
な
さ
れ
る
文
脈
は
、

ヒ
ュ

i
ム
の
理
解
す
る
共
感
を
そ
の
連
合
主
義
的
記
述
の
聞
か
ら
垣
間
見
る
絶
好
の
機
会
を
与
え
て
く

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

拡
大
的
共
感
回
一
間
宮
富
山
4
0
m
可
臣
官
吾
『

『
人
性
論
』
第
二
巻
第
二
部
九
節
は
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。

「
愛
・
優
し
さ

Z
E
2
5
2
と
同
情

1
々
と
の
混
合

B
W
Z
5、
憎
し
み
宮
片
岡
包
・
怒
り
と
悪
意
白
色
2
と
の
混
合
が
常
に
存

在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
混
合
は
一
見
し
て
私
の
体
系
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

同
情
は
他
人
の
不
幸
か
ら
生
ま
れ
る
不
快
で
あ
り
、
悪
意
は
快
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
情
は
当
然
、
他
の
全
て
の
場
合
と
同
様
に
憎
し

み
を
生
む
は
ず
で
あ
る
。
悪
意
は
愛
を
生
む
は
ず
で
あ
る
。
」

(ω
∞同)

同
情
と
愛
、
悪
意
と
憎
し
み
の
混
合
は
、

ヒ
ュ

l
ム
の
二
重
連
合
の
原
理
の
妥
当
性
に
関
わ
る
仕
方
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
節

の
議
論
は
、
後
に
み
る
「
平
行
方
向
の
原
理
匂
巳
再
定
。
。
h

H

】
再
開
ロ
巳
伝
円
o
n
t
oロ
」
の
導
入
と
そ
れ
に
つ
い
て
ヒ
ュ

l
ム
自
ら
が
想
定

す
る
「
重
大
な
反
論
」
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
文
脈
の
中
で
司
世
田
回
目
。
ロ
と
し
て
の
共
感
は
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
拡

大
的
共
感
で
あ
る
。

r-， 

一
、』ノ

平
行
方
向
の
原
理
同
区
日
目
立
巾
。
h

H

U

虫
色
色
白
百
三
日
0
ロ

平
行
方
向
と
い
う
表
現
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
原
理
は
情
念
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
側
面
、
行
為
と
の
連
関
か
ら
見
ら
れ
た

情
念
の
性
格
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
快
・
苦
と
い
う
、
情
念
の
感
覚
的
な
規
定
に
関
与
し
な
い
連
合
原
理
で
あ
る
。
ヒ
ュ

l



ム
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
情
念
の
移
行
を
引
き
起
こ
す
に
は
、
印
象
と
観
念
の
二
重
の
連
合
が
必
要
で
あ
る
。

一
つ
の
関
係
だ
け
で
は
こ
の
結
果
〔
移
行
〕

を
生
む
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
重
関
係
の
充
分
な
力
を
知
る
に
は
次
の
事
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
何
ら
か

の
情
念
の
性
格
を
決
定
す
る
の
は
、
現
在
の
感
覚
即
ち
瞬
間
的
な
苦
痛
や
快
だ
け
で
な
く
、
そ
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
の
全
体
の
傾

き
・
傾
向
岳
巾
当

Z
F
Zロ
昨
日

S
E
g
q
。
『
町
内
H
O
B
F
o
r
-包
ロ
ロ
山
口
ぬ
件
。
各
市
内
ロ
仏
で
も
あ
る
と
い
う
事
を
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
」

(ω
∞

同

)

ヒュームの「手品」

情
念
の
「
最
初
か
ら
最
後
ま
で
の
全
体
の
傾
き
・
傾
向
」
は
、
「
そ
れ
ら
の
衝
撃
あ
る
い
は
方
向
吉
宮
Z
2
2
E
E
n
t。
E
」
「
行

為
へ
の
方
向
あ
る
い
は
傾
向
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
特
性
は
「
欲
望
あ
る
い
は
欲
求
を
伴
っ
た
感
情
」
に
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。

「
あ
る
印
象
は
別
の
印
象
に
関
係
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
我
々
が
こ
れ
ま
で
の
場
合
に
ず
っ
と
想
定
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の

感
覚
が
類
似
し
て
い
る
時
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
衝
撃
あ
る
い
は
方
向
が
類
似
し
、

一
致
し
て
い
る
時
に
も
生
ず
る
よ
(
ω
∞

同

)

こ
の
よ
う
に
、
欲
求
聞
の
連
合
を
説
明
す
る
平
行
方
向
の
原
理
の
導
入
に
よ
っ
て
、

ヒ
ュ

l
ム
は
先
の
矛
盾
を
次
の
よ
う
に
解
消
し

て
い
る
。

「
仁
愛
即
ち
愛
に
伴
う
欲
求
は
愛
す
る
人
物
の
幸
福
の
欲
求
で
あ
り
不
幸
の
嫌
悪
で
あ
る
。
:
:
:
さ
て
、
同
情
は
他
者
の
幸
福
の
欲

求
・
不
幸
の
嫌
悪
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
故
同
情
は
仁
愛
に
関
係
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
仁
愛
は
愛
と
自
然
的
で
根
源
的
な
性
質

B
E
E
-

出口門目。ユぬ円

g-AE--q
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
。
:
:
:
従
っ
て
こ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
同
情
と
い
う
情
念
は
愛
と
結
合
す
る
の
で
あ

41 

る。」

(ω
∞N
)



42 

同
情
↓
愛
と
い
う
連
鎖
は
同
情
↓
仁
愛
を
介
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
働
く
原
理
が
平
行
方
向
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
の
説
明
に
は
反
論
が
生
ず
る
。

「
こ
こ
で
重
大
な
反
論
が
生
ず
る
。
:
:
:
彼
〔
富
者
〕
の
快
と
の
共
感
か
ら
愛
が
生
ず
る
。
又
、
被
〔
貧
者
〕
の
不
快
と
の
共
感
か

ら
憎
し
み
が
生
ず
る
。
:
:
:
し
か
し
『
情
念
の
性
格
を
決
定
す
る
の
は
現
在
の
感
覚
即
ち
一
時
的
な
苦
・
快
で
は
な
く
、
そ
の
最
初
か

ら
最
後
ま
で
の
全
体
の
傾
向
、
性
向
で
あ
る
』
こ
と
は
た
っ
た
今
私
の
確
立
し
た
原
則
で
あ
る
。
こ
の
為
に
同
情
即
ち
苦
と
の
共
感
は

愛
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
故
、
こ
の
規
則
〔
平
行
方
向
の
原
理
〕
が
:
:
:
ど
う
し
て
全
体
に
普
及
し
な
い
の
か
。
何
故
不
快

に
お
け
る
共
感
が
善
意
と
優
し
さ
以
外
の
情
念
を
生
む
の
か
。
」

3
2
1
3

苦
と
の
共
感
は
一
方
に
於
い
て
憎
し
み
を
、
他
方
に
於
い
て
愛
を
生
む
。
前
者
は
類
似
感
覚
に
よ
っ
て
、
後
者
は
平
行
方
向
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
「
自
分
が
説
明
し
よ
う
と
す
る
個
々
の
現
象
に
応
じ
て
推
論
方
法
を
変
更
し
、

一
つ
の
原
理
か
ら

反
対
の
原
理
へ
と
逃
走
す
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
故
同
じ
「
苦
と
の
共
感
」
が
二
つ
の
異
な
っ
た
連
合
原
理
の
適
用
を
受
け
る
の
か

と
い
う
説
明
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

(

一

一

)

拡

大

的

共

感

「
さ
て
私
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
不
快
と
の
共
感
が
弱
い
時
、
そ
れ
は
前
者
の
原
因
に
よ
っ
て
憎
し
み
あ
る
い
は
軽
蔑
を
生
む
。

そ
し
て
そ
れ
が
強
い
と
き
は
、
後
者
に
よ
っ
て
愛
あ
る
い
は
優
し
さ
を
生
む
の
で
あ
る
。
」

Q
g
)

「
こ
れ
は
極
め
て
明
白
な
議
論
に
基
づ
い
た
原
理
で
あ
る
。
従
っ
て
た
と
え
何
ら
か
の
現
象
の
解
明
に
そ
れ
が
必
要
で
な
い
と
し
て

も
、
そ
れ
を
確
立
し
て
お
く
べ
き
だ
。
」

Q
∞
印
)

こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ

l
ム
は
「
苦
と
の
共
感
」
の
内
に
「
強
|
弱
」
と
い
う
契
機
を
見
い
出
し
、
適
用
さ
れ
る
原
理
の
違
う
理
由
を
説



明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
事
を
「
明
白
な
議
論
」
に
よ
っ
て
確
立
す
る
と
言
い
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
共
感
は
必
ず
し
も
現
在
の
時
点
に
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
、
我
々
は
し
ば
し
ば
現
に
存
在
し
て
い
な
い
、
他
者
の
快
・
苦
を
伝
達
に

よ
っ
て
感
ず
る
こ
と
、
即
ち
我
々
が
単
に
想
像
力
に
よ
っ
て
予
見
す
る
他
者
の
苦
・
快
を
伝
達
に
よ
っ
て
感
ず
る
こ
と
。
以
上
の
事
は

確
実
で
あ
る
。
」

Q
呂
)

共
感
対
象
が
「
存
在
し
な
い
」
情
念
へ
と
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヒュ

l
ム
は
「
制
限
さ
れ
た
共
感

-
5
5仏
4
5宮
岳
山
刊
」

と
「
拡
大
的
共
感

agg-40
司
自
宮

Fuこ
の
区
分
を
導
く
。
先
の
「
強

1
弱
」
の
区
分
が
「
拡
大
的

1
制
限
さ
れ
た
」
の
区
分
に

ヒュームの「手品」

置
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

拡
大
的
共
感
は
他
者
の
快
・
苦
両
面
に
渡
る
共
感
で
あ
り
、
制
限
さ
れ
た
共
感
は
他
者
の
苦
と
の
一
面
的
な
共
感
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

ヒュ

1
ム
は
二
つ
の
「
苦
と
の
共
感
」
に
質
的
な
差
異
を
見
い
出
し
、
先
の
反
論
に
答
え
て
い
る
。

「
仁
愛
が
、
そ
れ
故
、
大
き
な
度
合
い
の
不
幸
か
ら
あ
る
い
は
強
く
共
感
さ
れ
た
不
幸
か
ら
生
ず
る
。
惜
し
み
ゃ
軽
蔑
は
小
さ
な
度

合
い
の
、
弱
く
共
感
さ
れ
た
不
幸
か
ら
生
ず
る
。
」

(ω
笥
)

拡
大
的
共
感
に
は
平
行
方
向
の
原
理
が
、
制
限
さ
れ
た
共
感
に
は
類
似
感
覚
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヒュ

l
ム
の
拡
大
的
共
感
に
関
す
る
議
論
は
以
上
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
に
は
多
く
の
問
題
が
あ

【

n
d
-》

る
。
ヒ
ュ

l
ム
の
議
論
が
基
本
的
な
共
感
規
定
を
逸
脱
す
る
そ
の
よ
う
な
記
述
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
、
「
ヒ
ュ

l
ム
が
行
っ
た
こ
と

の
全
て
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
手
口
問
担
問
丘
巾
回
目
色
ぬ
宮
る
hErg-仏
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
で
マ

l
サ

l
は
書
い
て
い
る
。

マ
l
サ

l
の一戸

惑
い
は
仁
愛
と
連
合
す
る

E
白
回
目
。
ロ
と
し
て
の
共
感
に
あ
り
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

43 

「
し
か
し
、

ヒュ

l
ム
が
拡
大
的
共
感
を
ど
の
よ
う
に
仁
愛
と
関
係
づ
け
て
い
る
か
は
、
全
く
不
明
確
で
あ
る
O
i
-
-
-
ヒ
ュ

l
ム
は
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あ
た
か
も
同
じ
も
の
で
あ
る
か
の
様
に
書
い
て
い
る
が
、
我
々
は
情
念
の
衝
撃
目
B
匂
己
完
あ
る
い
は
方
向
島
3
2
2ロ
と
情
念
の
最
初

(
8
)
 

か
ら
最
後
ま
で
の
傾
き
・
傾
向

Z
2
2
z
z
g
n可
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
マ

I
サ
ー
が
こ
の
よ
う
に
衝
撃
・
方
向

と
傾
き
・
傾
向
と
を
区
分
す
る
の
は
、

ヒュ

l
ム
の
共
感
が
持
つ
受
動
的
な
性
格
を
保
持
す
る
仕
方
で
、
共
感
と
仁
愛
の
連
合
を
解
釈

し
よ
う
と
す
る
為
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
情
念
の
衝
撃
・
方
向
」
と
「
傾
き
・
傾
向
」
は
ヒ
ュ

l

ム
の
仁
愛
の
「
二
つ

の
」
定
義
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
仁
愛
は
・
:
愛
す
る
人
物
の
幸
福
の
欲
求
で
あ
り
、

不
幸
の
嫌
悪
で
あ
る
。
」

(ω
お
)

「
仁
愛
は
愛
す
る
人
物
の
快
か
ら
生
ず
る
根
源
的
快
で
あ
り
、
そ
の
苦
か
ら
生
子
る
苦
で
あ
る
。
」

(ω
笥
)

前
者
は
「
方
向
」
に
よ
る
定
義
で
あ
り
、
後
者
は
「
傾
き
」
に
よ
る
定
義
で
あ
る
と
マ

l
サ
l
は
解
釈
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
共
感

と
仁
愛
と
の
連
合
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
拡
大
的
共
感
に
於
い
て
は
他
人
が
苦
し
む
な
ら
私
も
苦
し
む
。
そ
し
て
、
彼
が
幸
福
な
ら
私
も
幸
福
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

よ
う
な
共
感
は
印
象
の
二
重
の
対
応
号
吾

g
gロg
唱。ロ仏

g
n
o
o
h
-
B宮内田回目
0
5
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
:
:
:
そ

の
限
り
で
は
、

一
方
の
「
傾
き
」
は
他
方
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
不
快
と
の
共
感
が
充
分
広
い
場
合

に
は
、
仁
愛
の
傾
き
・
傾
向
と
の
類
似
性
に
よ
っ
て
主
体
の
内
部
に
惜
し
み
ゃ
嫌
悪
よ
り
も
こ
の
情
念
〔
仁
愛
〕
を
喚
起
す
る
で
あ
ろ

(

9

)

 

う
と
い
う
事
で
あ
る
。
」

マ
I
サ
l
は
仁
愛
の
内
に
二
つ
の
側
面
を
読
み
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
感
と
仁
愛
の
連
合
を
解
釈
す
る
わ
け
だ
が
、

マ
l
サ

1
白

身
も
認
め
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ヒ
ュ

l
ム
の
共
感
の
受
動
的
性
格
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
す
る
唯
一
の
読
み
方
と
し
て
、
提
示
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
共
感
か
ら
仁
愛
を
導
く
ヒ
ュ

l
ム
の
議
論
は
仁
愛
の
二
つ
の
規
定
聞
の
関
係
に
移
し
か
え
ら



れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
し
か
し
、

ヒュ

l
ム
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

「
共
感
を
仁
愛
や
憐
れ
み
と
い
う
情
念
に
関
係
付
け
よ
う
と
す
る
ヒ
ュ

l
ム
の
努
力
は
、
も
し
何
か
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
最
初
の

(

叩

)

共
感
概
念
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
。
」

共
感
が
拡
大
的
共
感
と
し
て
仁
愛
的
な
欲
求
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
は
、
確
か
に
「
情
念
の
伝
達
原
理
」
と
し
て
の
規
定
に
矛
盾

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
原
理
」
で
あ
る
共
感
が
要
素
的
な
一
個
の
知
覚
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ヒ
ュ

l
ム
は
拡
大
的
共
感
に
よ

っ
て
何
を
意
味
し
、
何
を
意
図
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ヒュームの「手品」

四

平
行
方
向
の
原
理
と
類
似
感
覚
の
原
理
〔
買

Z
n
q
g
え
忠
臣
ロ
言
語
図
書
仲
間
。
国
〕

平
行
方
向
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
先
に
簡
単
に
触
れ
た
。
そ
こ
で
我
々
が
見
た
の
は
こ
の
原
理
が
「
行
為
へ
の
傾
向
を
持
つ
」
意
欲

的
な
情
念
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

マ
l
サ

l
の
「
方
向
」
と
「
傾
向
」
と
の
区
別
も
、
こ
の
原
理
の
適

用
を
共
感
が
受
け
る
際
に
「
欲
求
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
る
為
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
拡
大
的
共
感
が

F
号

白
山
。
ロ
で
あ
り
え
た
背
景
に
こ
の
原
理
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

平
行
方
向
の
原
理
が
働
く
事
態
を
ヒ
ュ

l
ム
は
次
の
様
に
書
い
て
い
る
。

「
何
ら
か
の
動
機
か
ら
あ
る
行
為
を
な
す
決
意
を
し
た
人
物
は
、
そ
の
動
機
を
強
化
し
、
心
に
対
す
る
権
威
と
影
響
力
を
持
た
せ
る

あ
ら
ゆ
る
他
の
目
的
、
動
機
へ
と
自
然
に
か
け
こ
む
。
何
ら
か
の
志
を
確
か
な
も
の
と
す
る
為
に
、
我
々
は
利
害
・
名
誉
・
義
務
か
ら

ひ
き
だ
さ
れ
た
動
機
を
捜
す
。
」
(
ω
沼
)
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右
の
引
用
は
平
行
方
向
の
原
理
に
よ
る
連
合
が
、
あ
る
情
念
を
「
強
化
す
る
」
仕
方
で
の
連
合
と
い
う
性
格
を
持
つ
事
を
示
唆
し
て
い
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る
。
こ
れ
は
類
似
感
覚
に
よ
る
連
合
が
情
念
の
移
行
と
い
う
仕
方
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「
こ
の
関
係
〔
平
行
方
向
〕
の
範
囲
を
理
解
す
る
為
に
は
、
次
の
事
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
何
ら
か
の
主
要
な
欲
求
同
尚
早

円山同】己向日巾田町
σ
は
下
位
の
欲
求

E
g丘
町
同
件
。
。
ロ
巾
回
l
l
l
そ
れ
ら
は
主
要
な
欲
求
と
結
合
し
、
他
の
欲
求
が
平
行
し
て
い
る
場
合
は
こ

れ
ら
は
そ
の
事
に
よ
っ
て
主
要
な
欲
求
に
関
係
付
け
ら
れ
る
ー
ー
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
か
く
し
て
、
飢
え

rロロぬ
2
は
魂
の

主
要
な
性
向
任
問
匂
片
山
口
ロ
ザ
巳
宮
門
出

E
氏
。
ロ
。

h
F巾
由
。
己
で
あ
り
、
食
物
に
接
近
す
る
欲
求
は
二
次
的
な
も
の
と
し
ば
し
ば
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
先
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
為
に
絶
対
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

Q
E
1
3

欲
求
問
に
支
配
的
|
従
属
的
な
関
係
が
あ
る
と
こ
ろ
に
平
行
方
向
の
原
理
は
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
情
念
の
移
行
と
じ
て
述
べ

ら
れ
た
類
似
感
覚
の
連
合
と
は
異
質
な
連
合
と
言
え
る
。
「
申
告
び
」
と
「
愛
」
は
連
合
す
る
が
、

一
方
が
他
方
を
「
強
化
す
る
」
と
い

う
仕
方
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
平
行
方
向
の
原
理
が
含
む
「
情
念
の
方
向
」
と
い
う
概
念
が
、

ヒ
ュ

1
ム
の
そ
れ
以
前
の
「
連
合
H

移
行
」
の
考
え

方
と
は
本
質
的
に
異
な
る
連
合
観
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
快
・
苦
印
象
の
連
鎖
で
は
な
い
、

心
の
傾
向
性
に
平

行
方
向
の
原
理
は
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

ア
ト
ム
的
知
覚
の
引
力
が
働
く
契
機
に
知
覚
の
外
ヘ
出
て
、
知
覚
す
る
主
体
の
内
に

そ
れ
を
求
め
る
仕
方
で
連
合
を
捉
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
快
・
苦
と
い
う
情
念
に
内
在
す
る
要
素
が
連
合
に
作
用
し
な
い
と
こ
ろ

に
、
ヒ
ュ

i
ム
は
「
情
念
の
方
向
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
ら
の
情
念
〔
悲
劇
で
演
じ
ら
れ
る
不
快
な
情
念
〕
の
全
体
の
衝
撃
は
快
に
変
換
さ
れ
、
雄
弁
が
我
々
に
引
き
起
こ
す
喜
び

(

日

〉

【
豆
町
ぬ
宮
を
増
す
の
で
あ
る
。
」

「
悲
し
み
、
同
情
、
義
憤
か
ら
生
ず
る
衝
撃
あ
る
い
は
熱
情
が
、
美
の
感
情
か
ら
新
し
い
方
向
を
受
け
取
る
。
後
者
の
情
念
が
支
配



的
な
情
念
で
あ
る
の
で
、
心
全
体
を
掴
み
そ
し
て
前
者
を
自
己
へ
と
変
換
す
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
本
性
を
変
え
る
程
強

(
m
U
)
 

く
着
色
す
る
の
で
あ
る
。
」

右
の
引
用
は
エ
ッ
セ
ー
『
悲
劇
に
つ
い
て
』

(
O問、吋

E
宮
内
同
可
)
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
欲
求
だ
け
で
は
な
く
、
情
念
一
般
に
拡
張

さ
れ
て
「
方
向
」
「
衝
撃
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
感
覚
の
類
似
性
に
よ
る
連
合
と
は
明
ら
か
に
反
す
る
連
合
を
説
明
す

る
と
き
に
、

ヒュ

l
ム
は
情
念
が
「
心
」
に
も
た
ら
す
衝
撃
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
情
念
の
方
向
」
、
情
念
の
「
優
位
性
」

を
語
る
時
、

ヒュ

1
ム
は
知
覚
を
越
え
、
「
主
体
」
の
概
念
を
提
示
せ
さ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

ヒュームの「手品」

五

ヒュ

I
ム
の
手
品

拡
大
的
共
感
が
仁
愛
と
連
合
す
る
限
り
、
そ
れ
は
情
念
で
あ
る
。
し
か
し
「
制
限
さ
れ
た
共
感
」
は
情
念
で
は
な
い
。
ヒ
ュ

l
ム
が

「
こ
の
共
感
〔
制
限
さ
れ
た
共
感
〕
は
怒
り
に
関
係
す
る
」
と
言
う
場
合
、
こ
れ
は
「
共
感
さ
れ
た
苦
の
印
象
」
と
言
い
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
情
念
の
伝
達
原
理
」
と
い
う
位
置
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
拡
大
的
共
感
の
場
合
は
こ
の
言
い
換
え

が
で
き
な
く
な
る
。
拡
大
的
共
感
は
「
二
重
の
共
感
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
他
者
の
快
・
苦
双
方
と
の
共
感
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
先

の
場
合
と
同
様
に
「
共
感
さ
れ
た
快
・
苦
の
印
象
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
記
述
に
は
欲
求
、
傾
向
性
と
い
う
動
的

性
格
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
快
・
苦
経
験
と
の
共
感
は
、

一
つ
の
快
〔
苦
〕
と
の
共
感
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
他

者
の
幸
・
不
幸
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
。
こ
の
事
が
マ

l
サ
ー
に
よ
っ
て
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
感
覚
に
よ
る
欲

求
の
記
述
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
た
ヒ
ュ

l
ム
の
拡
大
的
共
感
と
仁
愛
と
の
連
合
は
「
手
品
」
と
評
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

47 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
ヒ
ュ

l
ム
は
拡
大
的
共
感
の
心
理
学
的
説
明
に
関
し
て
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
観
念
の
連
合
と
活
性
化
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と
に
還
元
さ
れ
る
心
的
過
程
で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
情
緒
的
感
染
」
と
呼
ば
れ
る
共
感
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

ヒ

ュ
I
ム
白
身
は
こ
の
展
開
の
妥
当
性
を
疑
わ
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
情
念
論
を
連
合
主
義
的
な
概
念
枠
の
中
で
構
成
す
る
手
続

き
は
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
展
開
自
体
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ

l
ム
の
共
感
は
連
合
原
理
へ
の
還
元
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
欲
的
な
側
面
を
充
分
に

は
展
開
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
観
念
と
印
象
と
い
う
ア
ト
ム
的
知
覚
と
そ
の
聞
に
働
く
引
力
と
い
う
概
念
枠
は
、
基
本
的
に

「
主
体
」
を
一
個
の
知
覚
と
す
る
の
に
対
し
て
、
意
欲
的
な
性
格
を
共
感
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
時
は
「
主
体
」
が
「
知
覚
す
る
者
」

と
し
て
知
覚
の
背
後
へ
と
後
退
す
る
。
主
体
の
関
心
は
知
覚
と
い
う
「
出
来
事
」
へ
は
還
元
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
難
点
を
ヒ
ュ

l
ム
の

共
感
の
「
記
述
」
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
我
々
は
「
平
行
方
向
の
原
理
」
の
導
入
の
内
に
見
て
き
た
。
類
似
感
覚
の
連
合

と
は
違
い
、
知
覚
主
体
の
性
向
や
傾
向
性
へ
の
言
及
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
連
合
は
「
移
行
」
と
い
う
性
格
を
失
っ
た
の

で
あ
る
。
「
純
粋
な
情
動
」
の
連
合
に
は
あ
れ
ほ
ど
ヒ
ュ

l
ム
の
連
合
主
義
的
説
明
が
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欲
求
・
傾
向
性

の
連
合
に
関
し
て
は
そ
の
原
理
の
修
正
を
迫
ら
れ
た
の
と
、
共
感
の
「
情
念
」
化
は
決
し
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ

l
ム
の

共
感
の
連
合
主
義
的
還
元
が
既
に
こ
う
し
た
共
感
を
導
く
背
景
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
ヒ
ュ

l
ム
の
共
感
の
心
理
学
的
説
明
に
対

す
る
、
パ
ス
モ
ア
の
批
判
の
内
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
議
論
は
印
象
と
観
念
に
つ
い
て
活
気
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
区
別
の
放
棄
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
我
々
の

観
念
は
『
X
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
』
(
門
田
宮
山
口
ぬ

g
m
q〕
に
つ
い
て
で
あ
り
、
単
に
怒
り
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
我
々
は
あ
る
特
定

の
人
物
と
共
感
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ど
れ
程
『
X
が
怒
っ
て
い
る
』
と
い
う
観
念
が
生
き
生
き
と
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
私
の

怒
り
に
変
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
活
気
に
お
け
る
変
化
に
加
え
て
、
内
容
に
お
け
る
変
化
を
含
む
か
ら
で
あ



〈
お
)

る。」パ
ス
モ
ア
の
批
判
は
ヒ
ュ

l
ム
の
共
感
の
連
合
原
理
へ
の
還
元
が
も
っ
問
題
を
明
確
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
者
の
情
緒
経
験

が
「
観
念
↓
印
象
」
と
い
う
過
程
に
よ
っ
て
、
「
私
の
」
情
緒
へ
の
変
化
を
説
明
す
る
こ
と
は
そ
の
記
述
に
余
り
に
も
多
く
の
こ
と
を

課
し
て
い
る
。
「
私
」
が
「
い
き
い
き
と
し
た
知
覚
」
を
持
つ
事
は
、
他
者
の
情
緒
経
験
に
参
与
す
る
事
に
対
し
て
必
要
条
件
で
あ
っ

て
も
、
十
分
条
件
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
人
性
論
』
の
共
感
は
そ
れ
が
連
合
心
理
学
的
説
明
を
受
内
ノ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
感
の
も
つ
仁
愛
的
情
念
と
し
て

ヒュームの「手品」

の
側
面
の
展
開
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

ヒ
ュ

l
ム
の
共
感
は
そ
の
最
も
広
い
意
味
で
、
「
情
念
の
伝
達
原
理
」
と
言
え
る
も
の
だ
が
、

そ
れ
は
単
に
情
緒
的
感
染
の
原
理
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
他
者
の
幸
・
不
幸
に
参
与
す
る
情
念
と
し
て
の
共
感
を
も
含

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
情
念
は
要
素
的
な
知
覚
で
は
な
く
、
傾
向
性
と
い
っ
た
非
・
出
来
事
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

ヒュ

l
ム
の
情
念
論
に
は
情
念
と
し
て
の
共
感
は
、
前
面
に
現
れ
て
こ
な
い
。
ヒ
ュ

l
ム
が
情
念
と
し
て
の
共
感
を
連
合
原

理
の
上
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
念
論
の
性
格
を
背
景
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ヒ
ュ

l
ム

の
こ
の
試
み
は
失
敗
し
て
い
る
。
拡
大
的
共
感
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
ヒ
ュ

l
ム
は
共
感
の
持
つ
仁
愛
的
な
欲
求
・
傾
向
性
と
い
う
側

面
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
手
品
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
情
念
論
が
知
覚
す
る
主
体
を
、
従
っ
て
他
者
の

情
緒
経
験
に
参
与
す
る
主
体
を
廃
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

2主
(

1

)
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