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両
者
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
私
た
ち
が
共
有
で

き
る
美
的
な
眺
め
方
や
味
わ
い
方
を
検
証
し
つ
つ
、
景

観
を
交
え
た
種
々
の
「
余
暇
の
か
た
ち
」
を
、
地
方
に

住
ま
う
こ
と
を
モ
デ
ル
に
探
っ
て
い
る
。
そ
の
構
想
は

こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、「
余
暇
の
風
景
論
」
を
語
る
足
掛

か
り
と
し
て
「
景
観
力
と
は
何
か
」
を
私
な
り
に
吟
味

し
た
い
。
例
え
ば
そ
れ
を
文
化
記
号
学
に
倣
い
、
私
的

に
解
釈
す
る
と
、「
人
文
・
自
然
地
理
そ
し
て
歴
史
に
よ

っ
て
立
つ
地
域
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
社
会
的
美

意
識
を
根
本
に
据
え
、
民
事
的
視
点
に
重
き
を
置
く
生

活
コ
ー
ド
の
下
に
培
う
『
景
観
文
化
』
の
あ
り
方
」
と

な
ろ
う
。
そ
の
一
つ
に
い
わ
ゆ
る
「
地
域
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
代
の
状
況
に
応
じ

て
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
な
け
れ

ば
新
し
い
価
値
の
生
成
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

続
い
て
は
「
景
観
を
楽
し
む
た
め
の
五
感
力
」
へ
と
向

か
う
。
す
な
わ
ち
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
の
「
視
能
、
聴

能
、
触
能
、
嗅
能
、
味
能
」
を
磨
く
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
感
覚
の
協
働
化
が
あ
っ
て
景
観
の
味
わ
い
へ
繋
が

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
後
、
愉
し
む
た
め

な
ら
少
々
足
を
延
ば
す
こ
と
を
も
厭
わ
な
い
「
地
域
レ

ベ
ル
で
味
わ
え
る
景
観
」
を
求
め
る
方
法
に
つ
い
て
、

先
達
が
突
き
止
め
た
「
観
賞
の
た
め
の
視
覚
構
造
と
視

覚
様
式
」
へ
と
向
か
う
。「
佳
景
が
佳
景
た
る
所
以
」
を

探
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
味

わ
う
景
観
の
見
つ
け
方
の
実
践
」
へ
、
そ
し
て
最
後
に
、

「
出
か
け
ず
と
も
満
た
さ
れ
る
景
観
に
つ
い
て
の
私
論
」

を
述
べ
、
結
び
と
し
た
い
。

暇
は
私
た
ち
に
、「
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
ら

良
い
の
か
」
と
い
っ
た
問
題
を
投
げ
か
け
る
。

無
論
、
人
そ
れ
ぞ
れ
な
の
だ
が
、
大
抵
の
方
は
、
自
由

に
使
え
る
時
間
を
手
に
入
れ
た
時
、
と
ま
ど
い
つ
つ
も

入
念
な
時
間
消
費
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
幸
せ
を
求
め

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
景
観
を
専
門
と
す
る
私
は
、
そ
の

喜
び
に
溢
れ
る
高
尚
な
時
間
の
過
ご
し
方
を
「
美
学
的

時
間
消
費
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
美
学
的
時
間
消
費
を
支
え
る
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

時
、
そ
の
核
と
な
る
中
で
光
る
の
が
景
観
や
観
光
で
あ

ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
知

ら
な
い
土
地
へ
出
か
け
、
訪
れ
た
先
で
「
何
を
見
て
、

何
処
で
何
を
食
べ
、
何
処
に
泊
ま
る
か
」
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
も
て
な
し
」
を
主
体
と
す
る
事
柄
の
善
し

悪
し
が
、
満
ち
足
り
た
時
を
過
ご
し
た
か
の
答
え
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
美
学
的
時
間
消
費
に
お
け
る
余
暇
と
景

観
と
の
関
わ
り
、
こ
の
問
題
は
二
つ
の
視
点
を
求
め
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
心
や
言
葉
や
時
間
と

同
じ
よ
う
に
人
間
の
想
像
力
が
創
る
景
観
美
、
す
な
わ

ち
「
風
景
を
発
見
し
、
風
景
を
創
り
、
風
景
を
調
え
、
風

景
を
律
す
る
」
こ
と
に
よ
る
美
し
い
風
景
の
獲
得
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
享
受
す
る
側
の
美
的
体
験
に
関
わ

る
心
構
え
と
し
て
の
態
度
や
作
法
、
す
な
わ
ち
心
身
の

美
し
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
双
方
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

文
化
的
足
跡
こ
そ
が
、
私
た
ち
の
国
の
数
多
く
の
名
勝

や
名
所
を
生
み
育
て
て
き
た
も
の
と
感
じ
て
い
る
。

　
さ
て
私
は
今
、
試
み
に
、
こ
う
し
た
考
え
の
下
で
、
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