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.脱

写
真

論

チ

ァ

ー

ン

・
チ

ン

・
ホ

ン

は
じ
め
に

本
論
文
で
は
、
「脱
写
真
論
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
写
真
と
し
て
の
映
像
文

化
の
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
と
写
真
を
見
る
側
の
わ
れ
わ
れ
の
自
己
認
識
之
の
間

の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
い
。

特
に
、
こ
の
論
文
の
分
析
対
象
は
、
主
に
肖
像
写
真
を
中
心
し
て
、
個
人
写

真
、
集
団
写
真
や
民
族
写
真
な
ど
三
つ
の
種
類
で
あ
る
。
し
か
も
、
最
終
的
に

写
真
と
い
う
存
在
を
同
じ
レ
ベ
ル
で
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
共

に
、
こ
の
論
文
の
特
徴
で
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
現
在
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
発
表

さ
れ
た
写
真
論
や
写
真
分
析
の
論
文
の
中
に
、
つ
ね
に
写
真
の
真
偽
、
美
学
や

芸
術
論
に
関
す
る
こ
と
に
問
題
さ
れ
て
、
撮
る
側
と
撮
ら
れ
る
側
の
間
に
議
論

が
分
け
て
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
論
点

で
お
わ

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

今
回
で
は
、
文
化
人
類
学
の
特
有
な
異
文
化
研
究
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、

写
真
の
存
在
を
理
解
す
る
と
同
時
に
、
映
像
分
析
の
意
義
と
そ
の
可
能
性
を
延

ば
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
「想
像
の
段
階
」
の
中
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真

の

分
析
に
よ

っ
て
、
近
代
日
本
社
会
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
こ
の
意
味

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
写
真
の
映
像
分
析
か
ら
の
研
究
成
果
は
、
単
な
る
表
象
上

の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
写
真
技
術
と
い
う
体
系
を
脱
構
築
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
存
在
す
る
写
真
と
存
在
し
な
い
写
真
に
お
け
る
分
類
で
、
わ
れ
わ
れ
の
自

己
認
識
の
問
題
で
も
ま
と
め
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

、
記
録
の
段
階

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
に
と

っ
て
、
再
現
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
合
理
性
に
基
づ
く
現
実
性
の
追
求
で
あ

っ
た
。
写
真
の
技
術
が
、
ヨ
ー
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ロ
ヅ
パ
で
発
明
さ
れ
て
か
ら

一
五
〇
年
を
過
ぎ
た
今
日
で
も
、
出
来
事
の
再
現

と
い
う
写
真
の
機
能
は
依
然
と
し
て
か
わ

っ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
、
.科
学
の

進
歩
に
と
も
な

っ
て
、
写
真
技
術
は
、
世
界
の
い
た
る
と
.こ
ろ
で
使
わ
れ
る
よ

う
な
日
常
的
な
技
術
の

一
つ
に
な

っ
た

。

写
真

の
社
会
的
な
意
味
は
、
こ
の

一
五
〇
年
の
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し

て
き
た
。
し
か
し
、
写
真
と
い
う
技
術

に
は
、

一
五
〇
年
の
間
、
ず

っ
と
変
わ

ら
な
い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
写
真
を
撮
る
瞬
間
の
、
時
間
と
空
間
に
お
け

る

一
時
的
、
断
片
的
な
性
格
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
写
真
は
、
限
ら
れ
て
い
る
時

間
の
間
に
、
ま
た
、
限
ら
れ
て
い
る
角
度
か
ら
二
次
元
で
も
の
ご
と
を
記
録
す

る
。
写
真
の
も
つ
、
こ
の
変
化
し
た
部

分
と
変
化
し
な
か

っ
た
部
分
の
関
係
に

こ
そ
、
非
常
に
重
要
な
意
味
が
潜
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

写
真
に
よ
る
記
録
は
、
個
人
の
経
験

と
そ
の
存
在
を
映
像
の
形
で
、
い
つ
で

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
保
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
写
真
技
術

の
特
徴
と
記
録
と
い
う
機
能
の
中
で
、
個
人
の
経
験
を
ど
う
い
う
よ
う
に
語

っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
、
写

「真
」
は
本
当
に
確
か
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
世
紀
半
の
歴
史
を
持

つ
写
真
に

つ
い
て
は
、
様

々
な
分
野
か
ら
研
究
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
地
理
学
、
美
学
、
芸
術
、
歴
史
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
が
、
文
化
人
類
学
的
な
観
点
か
ら

の
写
真
分
析
を
行
う
時
、
人
間
の
自
己
認

識
と
い
う
点
か
ら
議
論
を
す
す
め
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
視
覚
文
化
と
し
て
の
写

真
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
が
明
瞭
に
な
る
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
あ
る

写
真
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

写
真
を
撮
る
こ
と
か
ら
、
写
真
ア
ル
バ
ム
を
持

つ
こ
と
ま
で
の
行
為
の
中
に

は
、

一
体
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
。
主
体
と
客
体
と
が
共
に
存
在
す

る
と
い
う
点
が
個
人
の
写
真
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
そ
の
中
に
は
、

自
己
の
認
識
に
と

っ
て
、
非
常
に
重
要
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
ス
ー
ザ

ン

・
ソ
ン
タ
グ
は
、
『写
真
論
』
の
中
で
、
写
真
を
撮
る
行
為
に
対
し
て
、
「私
物

ス

ユ
　

化
の
ま
ね
ご
と
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

写
真
で
撮
ら
れ
る
も
の
が
自
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
自
分
を
自
分
の
も

の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
し
た
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我

々
は
写
真

に
よ

っ
て
日
常
生
活
の
こ
と
、

一
分

一
秒
の
こ
と
を
す
べ
て
記
録
す
る
の
で
は

な
い
。
我

々
は
、
個
人
の
連
続
的
な
時
間
と
空
間
と
し
て
の
生
活
の
中
か
ら
、

一
時
的
な
も
の
と
し
て
の
、
断
片
的
な
も
0
と
し
て
の
あ
る
場
面
を
選
択
し
て

記
録
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
分
の
過
去
を
自
分
が
好
き
な
よ
う
に

作
る
こ
と
が
で
匙
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
・写
真
に
よ
る
記
録
に
は
自
分
に
都
合
の
い
い
こ
と
だ
け
を
記
録
し

て
、
都
合
の
悪
い
も
の
を
早
く
忘
却
し
た
り
、
避
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
傾
向

が
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
よ
ヶ
に
自
分
の
過
去
や
歴
史
を
創
り
出
す
の
は
、

一

般
的
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
自
分
を
写
真
に
映
す
こ

と
を
通
し
て
、
自
分
の
写
真
ア
ル
バ
ム
を
持

つ
こ
と
と
個
人
的
な
プ

ロ
パ
ガ
ン

ダ
を
作
る
と
は
、
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
我

々
は
、
個
人
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ソ
ダ
に
似
か
よ

っ
た

も

の
を
作
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
プ
ロ
パ
づ
ン
ダ
の
よ
う

な
写
真
ア
ル
バ
ム
は
、
我

々
の
自
己
認
識
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い

る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
、
人
間
の
存
在
に

お
け
る
自
己
保
存
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
代
哲
学
の
中
の
次
の
よ
う
な
理
論
を
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考
え
て
み
よ
う
。

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
あ
る
D

・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
「現
代
哲
学
の
基
本
構
造

(↓
冨

ud
鐘

o
o。
#
口
oε
お
o
h
冨
o
α
Φヨ

寄

ま
ω8
菖

)」
と
い
う
論
文
の
中
で
、

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
T

・
ホ

ッ
ブ

ス
の
自
己
保
存
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、
現

代
哲
学
に
お
け
る
自
己
保
存

(ωΦ
示
買
Φ
ω①
署
豊

8
)
と

い
う
概
念

の
重
要
性

と
そ
の
意
義
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
人
間
の
生
存
の
モ
チ
ー
フ
と
し

て
の
自
己
保
存
と
自
己
意
識
の
両
者

の
意
味
と
そ
の
関
係
に
つ
い
て
解
釈
学
的

な
視
点
か
ら
、
大
き
な
展
開
を
加
え
て
い
る
。

十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
T

・
ホ

ッ
ブ
ス
轍
、
数
学
者
で
あ
り
な

が
ら
、
国
家
概
念
に
関
し
て
も
大
き
な
影
響
を
後
世
に
与
え
て
い
る
。
特
に
、

国
家
の
形
成
を
説
明
す
る
た
め
に
、
自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
生
存
の
モ
チ
ー

フ
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ホ

ッ
ブ
ス
の
学
説
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

も
の
に
す
る
と
共
に
、
革
命
的
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
更
に
、
ホ

ッ
ブ
ス
の
人

間
の
自
己
保
存
説
の
基
本
的
な
考
え
の
中
で
は
、
消
滅
の
危
険
に
対
し
て
抵
抗

す
る
と
い
う
人
間
の
本
性
が
、
国
家
の
構
成
に
と
っ
て
、

一
番
根
源
的
な
も
の

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

D

・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
論
じ
た
よ
う
に
、
人
間
に
は
動
物
と
比
べ
て
、
病
気
、

痛
み
、
死
亡
等
の
危
険
以
外
に
、
さ
ら

に
三
つ
の
生
存
の
危
険
が
あ
る
。
ま
ず
、

各
個
の
生
命
の
継
続
を
持
続
で
き
な
い
危
険
で
あ
る
。
次
に
、
自
分
の
存
在
に

対
す
る
責
任
を
耐
え
ら
れ
な
い
危
険
で
あ
る
。
最
後
の

一
つ
は
、
継
続
的
に
生

き
て
い
る
意
識
を
失
う
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
生
存
に
お
け
る
特

有
の
危
険
を
抑
え
る
た
め
に
、
自
己
保
存
と
い
う
生
存
の
モ
チ
ー
フ
が
出
て
来

る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
自
己
保
存
と
い
う
の
は
、

人
間
の
本
能
で
あ
り
、
現
存
の
成
果
を
楽
し
む
ご
之
で
は
な
く
、
継
続
的
に
満

足
が
で
き
る
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

D

・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
実
存
主
義
の
哲
学
者
、
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
よ
り
、
自
己

意
識
と
巨
己
保
存
の
関
係
を
明
確
に
論
じ
て
い
た
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
自
己

意
識
を
絶
竝
的
な
も
の
と
し
て
考
え
、
自
己
意
識
の
中
の

一
部
と
し
て
の
自
己

保
存
し
か
認
め
て
い
な
い
。
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
と
違

っ
て
、
人

間
の
生
存
に
対
す
る
こ
の
三
つ
の
危
険
を
抑
え
る
た
め
に
、
自
己
保
存
と
い
う

概
念
を
自
己
意
識
と
別
の
次
元
で
説
明
し
て
い
る
。

自
己
意
識
と
い
う
も
の
に
よ

っ
て
、
個
人
的
な
生
存
の
モ
ー
ド
の
可
能
性
を

広
げ
た
り
、
新
し
い
状
況
を
作

っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
逆
に
、

人
間
に
は
自
分
の
存
在
に
対
す
る
疑
問
が
常
に
あ
り
、
こ
の
存
在
の
必
要
の
原

動
力
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
、
自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
本
能
が
働
い
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
も
う

一
度
、
写
真
の
方

へ
戻
る
と
、
過
去
の
経
験
を
写
真
に
よ

っ
て
記
録
す
る
こ
と
は
、
自
己
保
存
と
同
じ
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
自
分
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

同
時
に
そ
の
継
続
不
可
能
と
い
う
危
険
を
抑
え
る
本
能
的
な
力
が
、
写
真
を
通

じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
て
来
る
。
し
か
し
、
我
々
が
持

っ
て
い
る
写
真

の
中
で
は
、
日
常
生
活
及
び
毎
日
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
写
さ

れ
な
い
。
社
会
学
者
の
ピ
エ
ー
ル

・
ブ
ル
デ

ュ
.1
億
、
人
々
と
そ
の
社
会
の
関

係
を
写
真
を
通
じ
て
分
析
し
た
。
特
に
、
象
徴
記
号
と
し
て
の
写
真
の
背
景
か

ら
、
社
会
構
造
を
理
解
す
る
可
能
性
を
示
し
た
。
し
か
し
、
背
景
と
し
て
の
記

号
を
分
析
し
て
も
、
そ
の
記
号
の
選
択
は
、

一
種
の
流
行
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
。
記
号
が
も

つ
意
味
は
、
よ
く
説
明
で
き
る
け
れ
ど
、
選
択
す
る
と
い
う
根

脱写真論131



本
的
な
行
為
に
つ
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ル
デ

ュ
ー

(
2
)

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
日
常
的
環
境

は
決
し
て
写
真
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
、
意
味
深
い
こ
と
で
亠め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
際
は
日
常
生
活
の

中
に
、
象
徴
的
記
号
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
単
な
る
持
続
不
可
能
と

い
う
危
険
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
の
よ

う
な
持
続
可
能
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
持
続
不
可
能
と
い
う
ほ
ど
に
思

え
る
よ
う
な
危
険
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
持
続
不
可
能
と
い
う
危
険
性

を
持

つ
こ
と
に
対
し
て
は
、
写
真
を
撮
る
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
そ
れ
を
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
写
真
に
お
け
る
自
己
保
存

の
機
能
を
説
明
す
る
場
合
は
、
継
続
不

可
能
性
と
い
う
危
険
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
そ
し
て
、
写
真
の
背
景
が

強

い
象
徴
的
記
号
に
な
る
こ
と
に
よ
り

、
継
続
不
可
能
と
い
う
危
険
の
条
件
が

生
ま
れ
る
。
勿
論
、
こ
う
い
う
よ
う
な
象
徴
的
記
号
を
分
析
す
る
と
、
社
会
変

化
に
お
け
る
個
人
の
存
在
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
自
分
を
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単

な
る
自
己
意
識
の
働
き
だ
け
で
は
な
く

、
継
続
不
可
能
と
い
う
危
険
を
抑
え
る

た
め
に
、
自

分
に
と

っ
て
都
合
の
良
い
と
こ
ろ
を
記
録
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

勿
論
、
都
合
の
良
い
か
否
か
に
関
し
て
、
社
会
化
さ
れ
た
個
人
に
お
け
る
記
録

,の
ス
タ
イ
ル
は
、
社
会
構
造
を
理
解
す

る
た
め
の
鍵
だ
と
も
言
え
る
。
こ
の
点

は
、
む
し
ろ
ブ
ル
デ

ュ
ー
の
理
論
と

一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
、
人
間
の
生
存
の
本
能
か
ら
考
え
る
と
、
社
会
的
に
価
値
が
高

い
も

の
と

一
緒
に
記
録
を
残
す
こ
と
は
、
社
会
変
化
に
よ

っ
て
自
己
の
継
続
不
可
能

と
い
う
危
険
を
抑
え
る
反
応
な
の
で
あ

る
。
特
に
、
社
会
変
化
に
よ

っ
て
、
主

体
の
自
分
と
客
体
の
自
分
と
の
間
の
差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
場
合
は
、
写
真
を

撮
る
と
い
う
手
段
に
よ

っ
て
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
社
会
変
化
と
個
人
生
活
が

一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
も
、
写
真
の

選
択
と
し
て
の
記
録
を
通
じ
て
、異
な
る
次
元
で
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
社
会
的
に
継
続
不
可
能
と
い
う
危
険
を
抑
え
る
と
同
時
に
、
自
己

保
存
が
成
立
す
る
。
よ

っ
て
、
自
己
保
存

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
、
こ
の
ど

う
な
写
真
か
ら
な
る
個
人
の
記
録
は
、
む
し
ろ
現
実
的
な
記
録
で
は
な
く
、
個

人
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
で
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
実
に
社
会
の
変
化
と

大
き
な
係
わ
り
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
自
分
が

社
会
の

一
員
と
し
て
の
ア
イ
デ

ィ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
反
応
で
あ
る
。
結
局
、
写
真
ア
ル
バ
ム
を
単
純
に
個
人
の
過
去
の
出
来
事

と
考
え
る
の
は
、
大
き
な
間
違

い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
ス
ー
ザ

ン

・
ソ

ン
タ
グ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「知
識
と
思
え
る
が
ゆ
え
に
力
と
も
思
え
る
、

(3
V

世
界
と
の

一
定
の
関
係
に
自
分
を
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う

こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
次
の
3
点
に
要
約
で
き
る
。
ま
ず
、
写

真
を
撮
る
こ
と
は
、
記
録
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
客
観
性
を
否
定
す
る
こ
と
で

あ
る
。
次
に
、
記
録
す
る
動
機
に
関
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
人
間
の
生
存
の

本
能
と
し
て
の
自
己
保
存
の
働
き
だ
と
理
解
さ
れ
る
コ
そ
し
て
、
最
後
に
、
選

択
と
し
て
の
個
人
記
録
の
中
に
も
、
実
に
大
き
な
社
会
的
な
意
味
が
隠
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
社
会
変
化
に
お
け
る
個
人
の
存
在
は
、
写
真
の
分
析
を
通
じ

て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
自
己
認
識
に
対
し
て
、
重
要
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な
意
義
を
持

っ
て
い
る
。

二
、
鏡
の
段
階

こ
こ
で
は
、
集
団
レ
ベ
ル
の
写
真
を
中
心
し
て
、
鏡
に
関
す
る
方
法
を
使

っ

て
述
べ
た
い
。
鏡
の
段
階
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
よ

っ
て
意
図
す
る
の
は
、
構
造

主
義
者
で
あ
り
、
精
神
分
析
者
で
も
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク

・
ラ
カ
ン
の
「鏡
像
段
階
」

に
関
す
る
理
論
を
使

っ
て
、
集
団
写
真
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

集
団
の
中

の
見
え
な
い
関
係
が
、
鏡
の
よ
う
に
、
身
体
と
い
う
媒
介
を
通
じ
て
、

鏡
の
イ
メ
ー
ジ
で
再
現
で
き
る
。
し
か
し
、
写
真
と
い
う
特
定
の
記
録
手
段
に

対
し
て
、
J

・
ラ
カ
ン
の

「鏡
像
段
階
」
と
区
別
す
る
た
め
に
、
鏡
の
段
階
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
使
う
こ
乏
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
鏡
像
段
階
」

の
理
論
を

使
う
必
要
性
と
今
ま
で
発
表
さ
れ
た
集
団
写
真
に
関
す
る
論
文
と
を
も
う

一
度

考
え
な
お
し
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
集
団
写
真

の
中
で
、

一
般
に
典
型
的
な
も
の
と
言
え
ば
、
や
は

り
家
族
写
真
で
あ
る
。
家
族
写
真
は
、
個
人
写
真
と
同
じ
よ
う
に
、
主
体
と
客

体
を
共
有
し
、
家
族
と
い
う
集
団
に
対
し
て
、
大
き
な
意
味
を
持

つ
と
考
え
ら

れ
る
。
勿
論
、
こ
の
主
体
と
客
体
の
共
有
関
係
は
、
前
章
の
個
人
写
真
と
同
じ

よ
う
に
、
自
己
認
識
に
お
け
る
考
察

の
鍵
と
も
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
家
族
写

真
の
場
合
、
家
族
の

一
員
と
し
て
家
族
写
真
を
見
な
が
ら
、
自
分
は
ど
う
い
う

ふ
う
に
自
分
の
立
場
を
家
族
の
中
に
当
て
は
め
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
現
代
社
会
の
家
族
の
構
造
と
機
能
は
、
家
族
写
真
の
分
析
に

よ

っ
て
、
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
例
え
ば
、
家
族
写
真
の
機
能
的
な

問
題
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、ピ
エ
ー
ル

・
ブ
ル
デ

ュ
ー
で
あ
る
。ブ
ル
デ

ュ
ー

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
家
族
写
真
は
、
撮
る
こ
と
や
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家

族
の
人

々
に
お
け
る
感
情
の
再
確
認
が
あ
り
、
家
族
と
い
う
集
団
の
統
合
と

一

体
化
を
強
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
祝
祭
の
よ
う
な
非
日
常

性
を
持

つ
瞬
間
に
、
集
団
の
統
合
と

一
体
化
を
強
化
す
る
機
能
が
成
立
す
る
こ

と
が
、

一
種
の
写
真
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ど
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
ソ
ソ
タ
グ
も
、
ブ
ル
デ

ュ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
家
族
写
真
の
儀
式

性
を
通
じ
て
の
、
統
合
と

一
体
化
の
強
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ソ
ン

タ
グ
の
理
論
を
用
い
れ
ば
、
家
族
写
真
の
分
析
を
集
団
の
分
析
に
ま
で
延
ば
す

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
学
校
の
卒
業
記
念
写
真
を
分
析
す
る
た
め
に
、
学

校
の
写
真
の

一
体
化
と
い
う
機
能
は
、
学
校
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
を
反
映
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
皆
同
じ
制
服
を
着
る
の
は
、
平
等
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
写
真
の
中
の
秩
序
は
、
教
育
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文

化
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
と

っ
て
必
要
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

集
団
写
真
の
機
能
と
実
践
は
、
家
族
写
真
と
卒
業
記
念
写
真
を
通
じ
て
、
様

々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
集
団
の

一
体
化
を
強
化
す
る
目
的
は
、
「記
録
の
段

階
」
の
中
で
の
説
明
の
よ
う
に
、
集
団
に
お
け
る
自
己
保
存
と
い
う
こ
と
し
か

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
集
団
の

一
員
と
し
て
の
自
分
の
存
在
は
、

一
体
化
と
統
合

を
強
化
す
る
同
時
に
、
強
く
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
集
団
の
存
在
と
そ

の
持
続
の
可
能
性
は
、
自
分
の
生
存
の
必
要
条
件
と
直
接
結
び
付
く
こ
と
に
な

る
。
又
は
、
集
団
の
強
化
に
よ

っ
て
、
自
己
の
持
続
不
可
能
性
と
い
う
危
険
が

抑
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
集
団
写
真
の
機
能
と
実
践
は
、
集
団
レ
ベ
ル
の

自
己
保
存
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
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一
方
、
集
団
写
真
の
中
で
、
集
団

の

一
員
と
し
て
の
個
人
は
、
自
分
の
立
場

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
認
識
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
写
さ
れ
た
自
分
が
、

集
団
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
の
写
真
を
見
る
場
合
、
個
人
の
存
在
を
ど
の
よ

う
に
集
団
写
真
で
集
団
の

一
員
と
し

て
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
又
は
、
そ
の

認
識
の
仕
方
お
よ
び
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
問
題
も
あ
る
。

こ
こ
で
、
ジ
ャ
ヅ
ク

・
ラ
カ
ン
の

「
鏡
像
段
階
」
を
導
入
し
て
、
個
人
の
認

識
と
自
己
像
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

「鏡
像
段
階
」
と
い
う
の
は
、
生
後

六
か
月
か
ら
十
八
か
月
ま
で
の
幼
児
が

自
分
の
身
体
像
を
獲
得
し
、
又
は
、
鏡
に
写

っ
て
い
る
姿
の
統

一
性
と
完
結
性

を
.獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
身
体
と
い
う
媒
介
の
重
要
性
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
理
論
を
通
じ
て
、
鏡

の
中
の
像

(イ
マ
ー
ジ

ュ
)

は
、
寸
断
さ
れ
た
身
体
を
ま
と
ま

っ
た
全
体
と
し
て
の
固
有
の
身
体
を
認
識
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
映
さ
れ
た
イ

マ
ー
ジ

ュ
は
客
体
で
あ
る
と
同
時
に
、

主
体
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
身
体
像
の
媒
介
を
通
じ
て
、
自
己
認
識
に

対
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
結
局
、
鏡
像
段
階
の
概
念
は
、
単

な
る
子
供
の

一
時
期
の
成
長
体
験
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
理
想
的
な
自
己
に

関
し
て
抱
く
生
涯
の
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
集
団
写
真
は
、
鏡
の
中

の
イ
マ
ー
ジ

ュ
と
同
じ
意
味
を
持

っ
て
い

る
。
集
団
写
真
に
ょ

っ
て
、
寸
断
さ
れ
た
集
団
は
ま
と
ま

っ
た
全
体
と
し
て
の

集
団
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
鏡
と
同
じ
よ
う
に
、
集
団
写
真
の

弁
証
法
の
機
能
は
、
集
団
の
中
の
不
安

な
分
散
を
解
消
し
て
、
集
団
全
体
と
し

て
の
身
体
像
を
媒
介
に
し
て
、

一
体
化

さ
れ
た
集
団
を
固
有
の
集
団
と
し
て
現

わ
し
、

一
つ
の
存
在
の
ま
と
ま
り
へ
と
至
ら
し
め
る
。

っ
ま
り
、
学
校
の
生
徒
か
ら
見
る
と
、
ほ
か
の

一
人

一
人
の
生
徒
は
、
「寸

断
さ
れ
た
身
体
」
・の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
卒
業
の
記
念
写
真
の
よ

う
な
鏡
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
を
通
じ
て
、
み
ん
な
そ
ろ

っ
て
平
等
に
、
同
じ
制
服
を

着
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
集
団
と
し
て
の
固
有
の
秩
序
を
持

っ
こ
と
を
、
生

徒
の
み
ん
な
に
見
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
自
分
は
集
団
の

一
員
と
し
て
の
想

い
出
を
定
着
さ
せ
ら
れ
る
し
か
な
い
。
そ
の
上
、
ほ
か
の
生

徒
に
対
し
て
、
以
前
寸
断
さ
れ
た
よ
う
な
個

々
の
人
間
の
存
在
は
、
実
践
的
に

集
団
レ
ベ
ル
で
、
ま
と
ま

っ
た

一
つ
の
存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

ス
ー
ザ
ン

・
ソ
ン
タ
グ
と
ピ
エ
ー
ル

・
ブ
ル
デ

ュ
ー
は
、
家
族
写
真
の
機
能

に
関
し
て
、
非
常
に
明
確
に
分
析
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

一
体
化
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
論
じ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の

論
文
で
は
、
J

・
ラ
カ
ン
の

「鏡
像
段
階
」
の
理
論
を
使
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

身
体
像

の
媒
介
と
し
て
の

一
体
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
よ
り
は

っ
き
り
見
え
て

来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
特
に
、
集
団
写
真
が
反
映
す
る
も
の
の

分
析
よ
り
、集
団
写
真
に
お
け
る
自
己
認
識
の
問
題
を
も
含
め
て
考
え
て
い
る
。

自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
生
存
の
モ
チ
ー
フ
が
、
個
人
写
真
か
ら
集
団
写
真
ま

で

一
致
す
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
家
族
と
い
う
も
の
は
、
同
時
に
、
鏡
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
の
よ
う
な
家

族
写
真
の
映
像
で
現
さ
れ
、

一
体
化
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
族
の

中
の
関
係
は
、
血
縁
関
係
と
い
う
固
定
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
状
況
に
よ

っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
家
族
の
構
造
変
化
は
、
単
な
る
成
員
の
変
化

だ
け
で
は
な
く
、
成
員
の
間
の
感
情
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

同
じ
家
族
の
成
員
同
士
に
あ

っ
て
は
、
自
分
と

一
体
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
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む
し
ろ
、
「
寸
断
さ
れ
た
身
体
」
に
近

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
族
写
真

を
通
じ
て
、
寸
断
さ
れ
た
関
係
が
統

一
さ
れ
、
家
族
の
分
散
に
お
け
る
不
安
が

解
消
さ
れ
、
完
全
的
な
家
族
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
が
見
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
家

族
と
い
う
集
団
に
お
け
る
自
己
保
存
が
、
理
想
的
な
家
族
像
の
存
在
に
よ

っ
て
、

完
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
い
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
二
点
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
J

・
ラ
カ

ン
の

「鏡
像
段
階
」
と
い
う
理
論
を

通
じ
て
、
集
団
写
真
に
お
け
る
自
己
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
よ
り
は

っ
き
り

と
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
つ
さ
ら
に
、
家
族
写
真
に
限
ら
ず
、
集
団
写
真
を

も

っ
と

一
般
的
に
分
析
で
き
る
。

第

二
点
は
、
集
団
写
真
の
機
能
と
そ

の
意
義
で
あ
る
。
集
団
写
真

の
機
能
と

い
う
の
は
、
や
は
り
集
団
の
統
合
と

一
体
化
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
集
団
を
強
化
す
る
動
機
は
、
集
団

に
お
け
る
自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
生

存
の
本
能
で
あ
る
。
こ
の
人
問
の
生
存

の
本
能
は
、
個
人
と
し
て
の
存
在
だ
け

で
は
な
く
、
集
団
の

一
員
と
し
て
の
存
在
ま
で
、
自
己
保
存
の
機
能
が
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

こ
の
章
で
論
じ
て
き
た
の
は
、
集
団
写
真
に
お
け
る
統
合
と
自
己
保
存

の
問

題
で
あ
る
。
個
人
写
真
か
ら
集
団
写
真
ま
で
の
理
論
的
な
展
開
が
、
写
真
で
現

れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
通
じ
て
、
自
己
認
識
に
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
自
分
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
写
真
で
撮
ら
れ
た
瞬
間
に
定
着
さ
れ
て
、

周
囲
の
人

々
に
対
す
る
関
係
も
、
そ
の
瞬
間
に
定
着
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
客
体
と
し
て
の
自
己
像
は
、
過
去
の
経
験
の
中
の
自
分
お
よ
び
集
団
の

一
員

と
し
て
の
自
分
が
、
社
会
と
い
う
共
同
体
の

一
員
と
し
て
う
ま
く
再
認
識
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
再
認
識
は
、
同
じ
集
団
に
い
」る
自
己
と
他
者
と
の
間
の
矛
盾
と

不
安
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
集
団
写
真
の
概
念
は
、
一
体
、
ど
こ
ま
で
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
普
遍
性
は
、
主
体
を
客
体
化
さ
せ
る
イ
マ
ー
ジ

ュ
が
あ
る
と
い
う
特
徴
と

共
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

三
、
想
像
の
段
階

集
団
写
真
を
通
じ
て
、
自
己
像
と
い
う
媒
介
に
お
け
る
自
己
の
理
解
は
、
集

団
の

一
員
と
し
て
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
理
解
は
、
内
的
な
経

験
と
し
て
の
自
己
認
識
で
は
な
く
、集
団
の

一
員
と
し
て
の
自
己
認
識
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
集
団
化
さ
れ
た
個
人
と
し
て
の
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「鏡
の
段
階
」
の
中
で
は
、
写
真
に
お
け
る
集
団
レ
ベ
ル
の
自
己
保
存
と
い
う

.点
に
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
て
検
討
し
て
き
た
。

し
か
し
、
集
団
の
規
模
が
、
常
に
家
族
お
よ
び
学
校
ぐ
ら
い
の
程
度
だ
と
は

限
ら
ず
、
・よ
り
大
き
な
集
団
の
存
在
と
そ
の
構
成
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
人
の
数
だ
け
に
限
ら
ず
に
、
政
治
と
経
済
の
権
力
分
配

に
も
、
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
特
に
、
民
族
の
よ
う
な
集
団
お
よ
び
共

同
体
に
対
し
て
の
、
写
真
に
お
け
る
分
析
の
可
能
性
は
、
ど
こ
ま
で
延
ば
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
の
か
。

「鏡
の
段
階
」
の
中
で
、
述
べ
た
よ
う
な
集
団
写
真
の
機
能
と
し
て
、

一
つ

の
民
族
の
写
真
で
、
民
族
の

一
体
化
を
強
化
し
た
り
、
統
合
す
る
こ
と
は
理
論

的
に
成
立
す
る
と
し
て
も
、
実
際
に
、
集
団
が
大
き
け
れ
ば
大
き
ほ
ど
、
そ
れ
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は
難
し
く
な
る
。
つ
ま
り
、
民
族
と
い
う
集
団
は
、
「鏡
像
段
階
」
の
よ
う
に
、

「寸
断
さ
れ
た
身
体
」
や
民
族
の

一
員

一
員
を
す
べ
て
現
す
こ
と
が
、
ま
ず
技

術
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
家
族
写
真
や
学
校
の
卒
業
記
念
写

真
と
民
族
の
写
真
を
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
同
じ
民
族
と
し
て
の
共
通
点
を
持

つ
、
又
は
、
そ
の
民
族
の
特

徴
を
使

っ
た
民
族
の
共
通
像
の
よ
う
な
写
真
は
、
鏡
像

の
よ
う
な
集
団
写
真
と

同
じ
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
身
体
の
媒
介

に
よ
る
、
「寸
断
さ
れ
た
身
体
」
で
は
な
く
、
共
有
す
る
身
体
と
い
う
特
徴
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
民
族
の
共
通
像
の
写
真
は
、
同
じ
よ
う
に
統
合
と

一

体
化
を
強
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
に
述
べ
た
集
団

写
真
の
理
論
の
可
能
性
を
求
め
て
、
実
際
に
、
民
族
の
共
通
像
の
写
真
を
見
な

が
ら
、
以
下
で
は
考
察
を
す
す
め
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
民
族
の
共
通
像
の
写
真

に
関
し
て
、
意
外
な
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
支
配
民
族
の
共
通
像
の
写
真
が
、
ほ
と
ん
ど
支
配
民
族
の
社
会
に
、
流

通
し
な
い
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
社
会
の
中
に
、
日
本
人
と

い
う
タ
そ
ト
ル
が
付
く
よ
う
な
写
真
が
な
い
。
つ
ま
り
、
共
通
像
お
よ
び
特
徴

付
け
の
写
真
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
民
族
の
共
通
像
を

現
す
写
真
が
、
民
族
の
自
己
認
識
の
レ
ベ
ル
で
、
共
通
像
と
し
て
成
立
で
き
な

い
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
と
民
族
の
対
立
の
中
で
、
・個
人

の
ほ
う
が
、
異
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「私
」
と

「
民
族
の
共
通

点
」
が
対
立
す
る
場
合
に
、
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
自
己
意
識
と
固
定
し
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
と
は
、

一
致
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
、
民
族
の
共
通
像
と
い
う
統

合
と

一
体
化
を
強
化
す
る
も
の
を
崩
す
。

他
方
で
、
支
配
民
族
の
社
会
に
、
少
数
民
族
の
写
真
が
流
通
す
る
と
い
う
現

象
は
よ
く
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
商
品
化
さ
れ
て
い
る
も
の

が
多
く
、
観
光
記
念
写
真
、
写
真
集
、
写
真
の
絵

ハ
ガ
キ
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
よ
う
な
写
真
は
、
少
数
民
族
自
ら
撮

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん

ど
が
支
配
民
族
に
よ

っ
て
撮
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
商
品
は
、
ま

た
再
び
支
配
民
族
の
社
会
に
流
通
し
て
い
く
。

例
え
ば
、
日
本
国
内
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
に
は
、
以
上
の
状
況
が
は

っ
き

り
と
現
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
集
と
写
真
の
絵

ハ
ガ
キ
だ
け
で
は
な

く
、
ア
イ
ヌ
絵
、
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
、
お
土
産
の
用
紙
な
ど
を
含
め
、
ア
イ
ヌ

民
族
の
共
通
像
が
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
共
通
像
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
持

つ

特
徴
か
ら
も
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
存
在
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
出
て
く

る
。勿

論
、
ア
イ
ヌ
の
写
真
は
、
倭
人
の
社
会
で
、
ア
イ
ヌ
民
族
を

一
体
化
す
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
倭
人
の
ほ
う
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
倭
人
の
社
会
構
造
を
了
解
す
る
鍵

と
な
る
や
も
し
れ
な
い
。

今
回
、
調
査
さ
れ
た
写
真
の
絵

ハ
ガ
キ
は
、
す
べ
て
北
海
道
大
学
付
属
図
書

館

・
北
方
資
料
室
で
収
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
全
部
で
八
七
枚
の
絵

ハ
ガ

キ
の
中
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
姿
を
映
し
た
写
真
は
、
約
八
○
枚
が
あ
る
。
そ

の
中
に
は
、
個
人
の
肖
像
写
真
や
集
団
の
写
真
が
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
写
真
集
と
写
真
の
絵

ハ
ガ
キ
の
中
か
ら
、
代
表
的
な
も
の

を
選
ん
で
、
①
身
体
の
特
徴
、
②
生
活
空
間
、
③
祭
り
と
儀
礼
、
④
男
女
写
真

に
お
け
る
神
話
性
、
⑤
子
供
の
写
真
、
⑥
文
明
と
教
育
の
六
つ
に
分
類
す
る
こ
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と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
写
真
の
映
像
に
お
け
る
六
つ
の
分
類
に
よ

っ
て
、
ア

イ
ヌ
民
族
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
す
特
徴
を
で
き
れ
だ
け
大
き
な
領
域
ま

で
含
め
て
考
え
て
み
よ
う
。

①
身
体
の
特
徴

ア
イ
ヌ
の
男
の
写
真
は
、
横
顔
を
撮

る
よ
う
な
撮
り
方
で
あ
る
こ
と
が

一
番

注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ヌ
リ
人

々
の
掘
り
が
深
い
と
い
う
顔
の
特
徴
を

強
調
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
男
の
身
体
の
特
徴
に

関
し
て
、
よ
く
髭
が
長
く
て
濃
い
と
い
う
こ
と
と
毛
深
い
体
を
持

つ
と
い
う
こ

と
に
、
写
真
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

ア
イ
ヌ
の
女
の
場
合
は
、
口
の
あ
た
り
の
入
墨
が
あ
る
こ
と
に
、
写
真
の
焦

点
を
当
て
る
。
時
に
は
、
両
手
の
入
墨
も
写
真
で
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
写
真
は
、
身
体

の
特
徴
を
強
調
し
な
が
ら
、
倭
人
と
異

な
る
こ
と
を
見
せ
ら
れ
る
。
.こ
れ
は
、
野
蛮
さ
を
持
つ
未
開
人
で
あ
る
こ
と
を

現
す
。
そ
し
て
、
見
る
側
に
は
、
自
分
が
文
明
人
と
し
て
の
優
越
感
を
作
り
出

さ
れ
、
さ
ら
に
倭
人
社
会
の
人

々
に
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
る
。

②
生
活
空
間

生
活
空
間
を
映
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
存
在
は
、
常
に
現
代
社
会
か

ら
離
れ
る
別
世
界

の
中
で
固
定
さ
れ
る
。
こ
の
固
定
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
人

々
の
生
活
空
間
に
関
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
、
家
の
前
に
様

々
な
生
活
様
式

が
行
う
姿
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
人

々
と
そ
の
生
活
空
間
を

同
時
に
映
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
コ
タ
ソ
に
定
着
し
て
い
る
ア
イ
ヌ
と
い
う
存
在

が
、
強
く
強
調
さ
れ
る
。
又
は
、

コ
タ

ン
か
ら
離
れ
ら
れ
な

い
ア
イ
ヌ
の
人

々

の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
側
に
認
識
さ
せ
る

の
は
、
生
活
空
間
に
関
す
る
写
真
の
特

徴
で
あ
る
。

特
定
の
棲
息
地

へ
の
帰
属
を
意
味
し
、
生
活
空
間
に
定
着
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
人

々
は
、
消
滅
し
て
い
く
民
族
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
見
る
側
お
よ
び
支
配
民
族
の
方
は
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
権
力
を
得
る

こ
と
を
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
の
少
数
民
族
の
消
滅
は
、

写
真
を
通
じ
て
、
合
理
的
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ゆ
そ

の
上
、
倭
人
と
し
て
の
支
配
民
族
は
、
自
分
の
存
在
に
お
け
る
合
理
性
だ
強
く

・
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
見
る
側
の
国
民
は
、
こ
の
合
理
性
を
得
る
こ
と
を
想

像
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

③
祭
り
と
儀
礼

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
祭
り
と
儀
礼
に
関
す
る
写
真
の
中
に
、
熊
送
り
の
中
の

「熊
」
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
が
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
渉
非
常
に
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
倭
人
の
文
化
の
中
で
は
、
動
物
を
殺
し
て
、
魂
を
あ
の
世
に
送
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
熊
と
い
う
動
物
は
、
非
常
に
野

生
的
な
動
物
だ
と
考
え
ら
れ
て
、
人
間
の
生
活
空
間
か
ら
随
分
離
れ
て
生
活
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
存
在
と
熊
の
生
存
空
間

が
結
び
付
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
倭
人
と
ア
イ
ヌ
の
生
活
空
間
の
距
離
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
見
る
側
に
と

っ
て
、
ア
イ
ヌ
が
人
間
の
生
活
空

問
以
外
に
生
活
し
て
、
し
か
も
、
野
生
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
生
活
し
て
い
る
と

認
識
さ
れ
る
。

文
化
と
自
然

の
対
立
関
係
が
熊
送
り
お
よ
び
熊

の
存
在
を
通
じ
て
強
調
さ

れ
、
文
化
や
文
明
を
持
つ
優
越
感
も
同
時
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
文
化
や
文
明
を
持
つ
権
利
は
、
結
局
、
特
定
の
人
々
の
も
の
で
は
な
く
、
見
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る
側
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
も
の
と

し
て
想
像
さ
れ
る
。
熊
送
り
の
写
真
を
媒

介
と
し
て
支
配
民
族
と
少
数
民
族
の
問
に
は
想
.像
と
し
て
の
権
力
関
係
が
生

じ
、
見
る
側
と
し
て
の
支
配
民
族
に
は
共
通
意
識
が
生
じ
る
。
.

④
男
女
写
真
に
お
け
る
神
話
性

男
女
の
写
真
を
比
べ
ーて
見
れ
ば
、
極
め
て
神
話
性
を
持

つ
構
造
が
現
れ
て
い

」
る
。
つ
ま
り
、
写
真
を
通
じ
て
、
土
地
の
民
と
外
来
者
の
関
係
は
、
支
配
の
起

源
神
話
の
モ
チ
ー
フ
の
働
き
に
よ

っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
男
女
写
真
か
ら
再
現
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

土
地
の
民
お
よ
び
元
の
権
力
者
よ
り
優
位
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ア
イ
ヌ

の
男
の
姿
か
ら
反
映
さ
れ
て
い
、る
。
年

寄
り
の
男
が
、
原
始
的
な
方
法
を
使

っ

て
食
物
を
獲
得
し
て
、
さ
ら
に
、

一
人
だ
け
の
姿
に
よ

っ
て
、
男
の
存
在
は
、

消
滅
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
合
理
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。男
の
写
真
を
通
じ
て
、

外
来
権
力
と
し
て
の
存
在
と
そ
の
支
配
の
正
統
性
も
同
時
に
想
像
さ
れ
、
見
る

側
の
共
有
さ
れ
る
権
力
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

一
方
、
女
の
生
活
様
式
を
現
す
写
真
の
場
合
は
、
若
い
娘
の
グ
ル
ー
プ
の
写

真
が
圧
倒
酌
に
多
い
。
彼
女
た
ち
の
姿
は
、
見
る
側
と
し
て
の
外
来
王
と
い
う

存
在
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
倭
人
の
方
は
、
写
真
を
見
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
土
地
の
新
し
い
征
服
者
で
あ
り
、
女
の
略
奪
者
で
あ
る
こ
と
を

想
像
さ
せ
ら
れ
る
。
勿
論
、
こ
れ
も

二
つ
の
共
有
さ
れ
る
も
の
や
権
力
と
し
て
、

写
真
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
。

⑤
子
供
の
写
真

ア
イ
ヌ
の
子
供
た
ち
は
、
常
に
無

垢
の
よ
う
な
笑
顔
を
見
せ
、
非
常
に

一
般

的
な
服
装
と
姿
で
登
場
す
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
を
子
供
の
存
在

に
当
て
は
め
る
と
、
非
常
に
意
味
深
い
問
題
に
な
る
。

ま
ず
、
子
供
の
写
真
を
見
る
ほ
う
が
、
大
人
と
し
て
の
存
在
を
意
識
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我

々
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
い
う
幼
児
の
よ
う
な

存
在
を
強
く
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
子
供
に
対
す

る
大
人
の
支
配
の
正
当
性
で
あ
る
。

次
に
、
ア
イ
ヌ
の
人

々
の
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ア
イ
ヌ
民
族
を
子
供
の
よ
う
に
扱
う
と
い
う
の
は
、

大
人
と
比
べ
て
社
会
的
地
位
が
低
い
子
供
の
存
在
に
よ

っ
て
、
権
利
と
義
務
の

分
配
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
利
と
義
務
の
分
配
を
ア
イ
ヌ
民
族

に
当
て
は
め
る
こ
と
は
、
子
供
の
写
真
を
通
じ
て
、
正
当
的
な
こ
と
と
し
て
見

る
側
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
想
像
.に
よ

っ
て
、
見
る
側
の
共
有
す
る
も
の
ば
、

一
種
の
子
供
に
対
す
る
大
人
の
権
力
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

⑥
文
明
と
教
育

教
育
と
学
校
に
関
す
る
写
真
に
は
ハ
支
配
民
族
の
権
力
に
つ
い
て
、
非
常
に

意
味
深
い
問
題
が
あ
る
。
文
明
の
発
展
の

一
つ
と
し
て
の
教
育
は
、
国
家
装
置

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
少
数
民
族
を
教
育
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
の

文
化
を
否
定
し
な
が
ら
、
国
家
レ
ベ
ル
で
決
め
ら
れ
る

「教
養
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
を
教
え
る
こ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
育
と
い
う
の
は
、
支
配
民
族
の
社

会
で
、

一
番
根
本
的
な
も
の
と
し
て
、
全
成
員
が
身
に
付
け
て
い
る
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
て
、
そ
れ
を
少
数
民
族
に
当
て
は
ま
る
と
、
見
る
側
の
だ
れ
で
も
に
、

権
力
を
得
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
中
に
、
倭
人
が
い
る
場
合
に
は
、
倭
人
が
真
ん
中
に
座
る
。

つ
ま
り
、
中
心
的
な
権
力
の
存
在
は
、
真
ん
中
に
座
る
と
い
う
象
徴
で
示
さ
れ
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る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
間
か
ら
権
力
を
得
る
こ
と
は
、

見
る
側
に
共
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
想
像
さ
れ
る
。

次
に
、
彼
の
服
装
と
髭
を
見
れ
ば
、
周
り
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
違

っ
て
、
西

洋
化
さ
れ
た
文
明
人
と
い
う
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
周
り
の
ア
イ
ヌ

民
族
が
持
つ
伝
統
や
文
化
は
、
文
明
人
の
出
現
に
よ
っ
て
、
極
め
て
異
な
る
も

の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
明
と
区
別
さ
れ
て
、
未
開
や
野
蛮
の

よ
う
な
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
よ
う
な

「文
明
人
」
の
存
在

は
、
見
る
側
に
と

っ
て
、
非
常
に

一
致

し
易
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

文
明
に
お
け
る
権
力
は
、
写
真
を
通
じ
て
、
見
る
側
に
共
有
さ
れ
る
も
の
と
し

て
想
像
さ
れ
る
。

・

、ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
を
身
体
の
特
徴

、
生
活
空
間
、
祭
り
と
儀
礼
、
男
女
写

真
に
お
け
る
神
話
性
、
子
供
の
写
真
、
文
明
と
教
育
と
い
う
六
つ
の
部
分
で
考

え
て
ぎ
た
。
そ
し
て
、
他
者
や
異
文
化
と
い
う
存
在
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真

を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
結
局
、
自
分
と
異
な
る
も
の
を
持
つ
こ
と
を
見

せ
る
た
め
に
、
以
上
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

「
や
ら
せ
写
真
」
を
作

っ
た
動
機
は
、

む
し
ろ
他
者
や
異
文
化
に
対
す
る
本
当

の
反
応
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
、
以
上
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
や
ら
せ
写
真
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
に
属

す
る
集
団
が
持

つ
文
化
は
、
よ
り
強
く
強
調
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
を
通
じ
て
、
倭
人
の
文
明
と
い
う
も
の
は
、
非

常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
形
で
現
れ
て
い
る
。
特
に
、
倭
人
の
社
会
に
お
い
て
、

こ
れ
は
合
理
的
な
権
力
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

実
は
、
異
文
化
と
い
う
も
の
は
、
認
識
論
の
方
法
論
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
あ

ま
り
に
も
認
識
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
自
分
と
違
う
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
る
だ
け
で
億
な
く
、
極
め
て
理
解
で
き
な
い
も
の
に
お
け
る

対
立
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
解
で
き
な
い
も
の
は
分
類
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
の
で
、
自
分
と
二
元
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
。
広
義
的
に

言
え
ば
、
自
己
と
他
者
の
関
係
か
ら
、
自
分
の
文
化
と
異
文
化
の
関
係
ま
で
も
、

こ
の
よ
う
な
対
立
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
を
分
析
す
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
写
真

か
ら
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
様
式
を
理
解
し
た
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
身
体

の
特

徴
を
と
ら
え
た
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
生
活
上
の
道
具
を
分
か

っ
た
り
す
る
こ

と
だ
け
で
は
な
い
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
を
通
じ
て
、

一
度
も
見
た
こ
と
が
な

い
ア
イ
ヌ
民
族
の
何
が
認
識
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
認
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
、
何
の
意
味
が
濁
る
の
か
。
こ
れ
は
、
支
配
民
族
お
よ
び
倭
人
の
文
化

に
と

っ
て
、
か
な
り
意
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
写
真
を
撮
る
側
と
流
通
す
る
社

会
の
中
の
支
配
民
族
の
自
己
認
識
を
考
察
す
る
た
め
の
大
き
な
手
掛
か
り
で
あ

る
。最

後
に
、
自
民
族
の
共
通
像
の
写
真
と
違

っ
て
、
少
数
民
族
の
写
真
が
支
配

民
族

の
共
通
の
集
団
意
識
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
少
数
民
族
の
写
真
は
、
す
べ
て
支
配
民
族
と
違
う
特
徴
が
あ

る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
作
ら
れ
る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

写
真
を
見
る
と
同
時
に
、
自
分
が
属
す
る
集
団
と
写
真
で
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の

対
立
関
係
が
出
て
来
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
の
場
合
に
は
、
文
明
と
し
て
の

権
力
が
、
見
る
側
の
共
有
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ

れ
は
、
写
真
と
い
う
媒
介
を
通
じ
て
、
想
像
で
成
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
想
像
上
の
権
力
闘
争
は
、
む
し
ろ
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と

「他
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民
族
」
の
対
立
の
上
に
、
自
分
が
集
団
に
属
す
る
意
識
を
高
め
て
、
集
団
の
統

合
や

一
体
化
を
強
化
す
る
た
め
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
も
し
、
民
族
の
よ
う
な
大

き
な
集
団
を
強
化
で
き
れ
ば
、
国
家
と

い
う
共
同
体
に
対
し
て
、
重
要
な
課
題

に
な
る
。
そ
の
上
、
他
民
族
や
異
文
化
に
対
す
る
国
民
意
識
は
、
国
家
の
対
外

的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
の
構
成
を
理
解
す
る
鍵
で
も
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
、
ベ
ネ
デ

ィ
ク
ト

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
『想
像
の

共
同
体
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
の
中
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と

い

う
意
識
を
鋭
く
分
析
し
て
、
国
民
意
識
を
作
り
出
す
た
め
の
原
因
と
し
て
指
摘

し
た
。

B

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
の
国
民
意
識
の
起
源
を
探
究
し

て
、
国
々
の
俗
語
化
、
又
は
、
出
版
資
本
主
義
を
大
き
な
原
因
と
し
て
指
摘
し

て
い
る
。
新
聞
、
小
説
、
詩
な
ど
の
も

の
は
、
俗
語
化
と
共
に
、
同
じ
言
葉
を

使
う
人
々
に
対
し
て
、
W

・
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が
言
う
よ
う
な

「均
質
で
空
虚
な
時

間
」
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
共
通
の
言
語
は
、

一
つ
の
私
有
財
産
的
言
語
と
な
り
、
国
民
概
念

の
基
盤
に
な
り
、

一
つ
の
共
同
体
を
想
像
す
る
た
め
の
媒
介
に
な
る
。

B

・
ア
ソ
ダ
:
ソ
ソ
は
、
こ
の
言
語

の
宿
命
性
、
複
製
技
術
と
資
本
主
義
か

　る
　

ら
、
生
み
出
さ
れ
た

「
国
民
」
を

「想
像
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
規
定

す
る
。

つ
ま
り
、
共
同
体
と
国
民
も
想
像
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
関
係
の
事
件
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
同
時
性
が
想
像
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
新
聞
の
写
真
も
同
じ
よ
う
に
、
統

合
化
す
6
機
能
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
聞
写
真
と
し
て
の
よ
そ
も
の
と
非
日
常
性
に
対
し
て
、
自
民

族
共
通
像
の
写
真
は
、
ま

っ
た
く
逆
方
面
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
自
民
族
共
通
像
は
、
民
族
の

一
員
と
し
て
の
見
る
個
人
の
自
己
意
識
を
呼

び
か
け
る
。
そ
の
上
、
写
真
と
個
人
の
対
立
の
中
に
、
自
己
投
入
に
疑
う
事
が

出
て
来
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

一
体
化
を
強
化
す
る
の
で
は

な
く
、
個
人
と
民
族
共
通
像
の
対
立
関
係
に
な
る
し
、
さ
ら
に
、
個
人
的
に
、

集
団
か
ら
の
異
化
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

従

っ
て
、
支
配
民
族
に
と

っ
て
、
少
数
民
族
の
写
真
は
、
我

々
以
外
の
よ
そ

も
の
或
い
は
、
非
日
常
性
を
持
つ

「
異
人
」
を
映
し
、
権
力
を
得
る
た
め
の
想

像
の
媒
介
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
イ
ヌ
の
写
真
の
分
析
に
よ

っ
て
、

明
ら
か
に
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
身
体
の
特
徴
に
お
け
る

「異
」
、
生
活
空
間
に

お
け
る
消
滅
の
合
理
性
、
熊
の
よ
う
な
野
生
的
、
神
話
的
な
支
配
、
子
供
に
対

す
る
支
配
、
文
明
と
野
蛮
の
対
立
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
と
、

少
数
民
族
の
写
真
は
、
新
聞
写
真
と
同
じ
よ
う
に
、
見
る
側
の
安
定
と
優
越
感

を
強
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
見
る
側
の
意
識
を
統

合
し
、
国
民
と
い
う
概
念
を
共
有
し
な
が
ら
、

一
つ
の
共
同
体
と
し
て
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
こ
の
章
を
通
じ
て
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思

う
。
ま
ず
、
集
団
写
真
の
延
長
と
し
て
、
民
族
レ
ペ
ル
の
段
階
に
な
る
と
、

一

つ
大
き
な
逆
転
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
逆
転
と
い
う
の
は
、
本
論
文
の
脱
写
真
と

い
う
現
象
ど
し
て
理
解
さ
れ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
鏡
の
イ

マ
ー
ジ

ュ
を
通
じ

て
、
集
団
の

一
体
化
と
統
合
を
強
化
す
る
の
で
は
な
く
、
想
像
の
中
で

一
体
化

と
統
合
を
強
化
す
る
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
見
る
側
に
属
す
る

集
団
は
、
常
に
自
分
の
姿
が
消
え
て
、
よ
そ
の
集
団
の
存
在
を
写
真
に
映
さ
れ
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る
こ
と
に
よ

っ
て
、
見
る
側
の
民
族
の

一
体
化
と
統
合
を
想
像
の
レ
ベ
ル
で
進

め
る
こ
と
に
な
る
。

い
ま

一
つ
、
よ
そ
の
集
団
の
存
在
は
、
想
像
の
た
め
の
媒
介
で
あ
る
。
よ
そ

の
集
団
と
い
う
の
は
、
認
識
論
的
に
言
え
ば
、
と
に
か
く
自
分
に
属
す
る
集
団

以
外
の
異
な
る
特
徴
と
し
て
認
知
さ
れ
た
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア

イ
ヌ
民
族
の
写
真
分
析
と
し
て
の
事
例
研
究
か
ら
見
る
と
、
他
民
族
を
理
解
す

る
よ
り
も
、
自
分
の
民
族
を

一
つ
の
共
同
体
と
し
て
想
像
す
る
た
め
の
媒
介
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四
、
写
真
の
再
帰
性

今
ま
で
、
「
記
録
の
段
階
」
、
「
鏡
の
段
階
」
と

「
想
像

の
段
階
」
を
経
て
、

写
真
に
お
け
る
個
人
レ
ベ
ル
、
集
団
レ
ベ
ル
と
民
族
レ
ベ
ル
の
自
己
認
識
の
可

能
性
と
そ
の
意
義
を
述
べ
て
来
た
。

個
人
の
写
真
は
、
非
日
常
的
な
も
の
を
記
録
し
た
り
、
個
人
的
な
経
験
を
選

択
と
し
て
の
記
録

の
よ
う
に
、
自
分
の
過
去
と
う
ま
く
合
わ
せ
た
り
す
る
。
さ

ら
に
、
社
会
的
構
造
と
個
人
の
生
活
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
写
真
が
、
自
己
保
存
と
い
う
人
間
生
存
の
モ
チ
ー
フ
の
上
に
、
機
能
を
発

揮
し
て
い
る
こ
と
も
分
か

っ
た
。
こ
の
機
能
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
存
在
の

持
続
不
可
能
性
と
い
う
危
険
を
抑
え
る
も
の
で
あ
る
。

集
団
の
統
合
と

一
体
化
を
強
化
す
る
た
め
に
、
集
団
の
写
真
は
、
常
に
集
団

の
連
結
と
そ
の
持
続
可
能
性
に
対
し
て
、
集
団
の
鏡
像
を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
の
鏡
像
は
、
J

・
フ
ェ
ル
ラ
ン
デ
ス
が
鏡
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う

(5
)

に
、
本
質
お
よ
び
完
全
な
こ
と
を
感
知
す
る
仕
掛
け
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
集

団
の

一
員
と
し
て
、
集
団
写
真
を
見
る
瞬
間
に
、
集
団
の
完
全
さ
を
分
か
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
集
団
写
真
に
よ

っ
て
、
集
団
の
寸
断
さ
れ
た
部
分
を
、

も
う

一
度
、
固
定
し
た
個
体
と
し
て
、
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

一
体

化
を
強
化
す
る
の
は
、
む
し
ろ
自
己
保
存
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
発
揮
し
て
い
る

機
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
人
間
が
集
団
の

一
員
に
変
化
す
る
際
に
、
集

団
の
持
続
可
能
性
が
自
己
保
存
の
基
本
条
件
に
な
る
。

最
後
の

「
想
像
の
段
階
」
の
中
で
は
、
主
に
集
団
写
真
の
延
長
と
し
て
、
民

族
写
真
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
。
特
に
、
少
数
民
族
の
写
真
が
、
逆
転
的

に
支
配
民
族
の
社
会
に
流
通
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
少
数
民
族
と
支
配
民
族
の

間
の
対
立
関
係
と
権
力
構
造
の
考
察
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
こ
で
は
、
見
る
側
に

は
国
民
意
識
が
生
み
出
さ
れ
.て
、
共
同
体
を
想
像
さ
せ
ら
れ
る
媒
介
と
し
て
写

真
は
理
解
さ
れ
る
。

事
例
研
究
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
絵

ハ
ガ
キ
と
写
真
集
の
分
析
を

行
い
、

一
つ
の
民
族
と
い
う
集
団
か
ら
見
る
他
者
お
よ
び
他
文
化
の
存
在
に
対

す
る
感
情
は
、
単
な
る
他
者

へ
の
好
奇
心
と
異
文
化
の
理
解
で
は
な
く
、
自
分

と
自
分
が
属
す
る
集
団
の
持
続
可
能
性
を
強
化
す
る
機
能
を
持

っ
こ
と
が
分
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
他
者
お
よ
び
異
文
化
を
通
じ
て
、
自
己
を
了
解
す
る
こ
と

は
、
再
帰
性
と
い
う
理
論
の
基
本
的
な
目
的
と
も
言
え
る
。
勿
論
、
再
帰
性
の

理
論
は
、
写
真
や
映
像
人
類
学
の
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
社
会
科
学
の

分
野
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
、
再
帰
性
と
い
う
理
論
が
、

一
体
ど
の

よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
に
関
し
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

再
帰
性

(「亀

o×
三
昌
)
と
い
う
の
は
ふ
文
化
人
類
学
の
分
野
で
は
、
他
者
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-を
理
解
す
る
こ
と
お
よ
び
異
文
化
を
研
究
す
る
こ
と
以
上
に
、
自
己
と
自
分
の

文
化
を
再
帰
的
に
考
え
る
重
要
性
を
強
調
す
る
理
論
で
あ
る
。

特
に
、
八
十
年
代
に
入

っ
て
か
ら

、
文
化
批
判
と
し
て
の
理
論
が
、
次
々
登

場
し
て
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ア

(6
)

レ

ゴ

リ

i

・
エ

ス
ノ

グ

ラ

フ

ィ
ー

と

ポ

ス

ト

モ
ダ

ン
人

類

学

で
あ

る

。

」

ジ

ェ
イ

ム

ズ

・
ク

リ

フ

ォ

ー

ド

が

、

「
民

族

学

の

ア

レ

ゴ

リ

ー

(
O
ロ

国
些
ぎ

αq
螽
o
置
o

≧

冨
凶
o
曼

ご

の
中

で
指

摘

し

た
よ

う

に

、

ア

レ
ゴ

リ
ー

は

、

文

化

を

解

釈

す

る

こ
と

よ

り

、
書

く

と

い
う

プ

ロ
セ

ス

に
お

け

る
詩

的

、

伝

統

(7
)

的
お
よ
び
世
界
観
的
な
性
質
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
民
族
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
民
族
誌
を
書

ぐ
と
い
う
こ
と
に
は
、
事
実
の
記
録
だ
け

で
は
な
く
、
書
き
方

の
問
題
が
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
を
語
る
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
物
を
語
る
こ
と
自
体
の
上
に
、
も
う

一
つ
の
物
語
の
存
在

が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
物
語
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
持

つ
ス

タ
イ
ル
を
民
族
誌
に
当
て
は
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ゴ
リ
:

・
エ

ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
い
う
の
は
、
常

に
書
か
れ
た
民
族
誌
の
再
帰
性
を
注
視
し

て
、
現
代
社
会
の
文
化
批
判
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

B

・
バ
ブ

コ
ッ
ク
は
、
「
再
帰
性

"
定
義
と
区
別

(図
o
h冨
臨
く
淳
質

∪
Φ
陰
巳
-

けδ
昌
ω

o
昌
住

∪
δ
〇
二
日
冒
騨江
o
ロ
ω)
」
と

い
う
論
文
の
中
に
、再
帰
的

(「O巨
O図
一く
O)

と
反
映
的

(「
①喘一〇〇
叶一く
①
)
を
ナ
ル
シ

シ
ス
の
悲
劇
を
通
じ
て
、
次
の
よ
う
に

区
別
し
て
説
明
し
て
い
る
。

再
帰
性
は
、
単
に
反
映
的
に
自
分

の
客
体
に
意
識
を
持

つ
だ
け
で
は
な
く
、

(8
V

客
体
と
し
て
の
自
分
に
も
自
己
意
識
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
民
族
誌
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
と
、
異
文
化
の
記
述
を
通
じ
て
、
他

者
を
理
解
す
る
で
は
な
く
、
自
己
認
識
と
自
己
理
解
の
道
を
広
げ
る
こ
と
で
あ

る
。こ

れ
は
、
全
く
こ
の
論
文
の
方
針
と

一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
写
真
に
お
け
る

分
析
は
、
写
真
の
中
に
映
さ
れ
た
も
の
の
分
析
で
は
な
く
、
そ
の
以
上
に
、
見

る
側
の
自
己
認
識
の
方
法
に
な
る
。
個
人
の
写
真
か
ら
個
人
と
し
て
の
存
在
を

明
ら
か
に
し
、
集
団
写
真
か
ら
集
団
の

一
員
と
し
て
の
存
在
も
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
民
族
の
写
真
を
分
析
す

る
段
階
に
な
る
と
、

一
つ
の
逆
転
の
現
象
が
見
え
て
来
る
。

一
般
に
少
数
民
族

の
写
真
の
存
在
に
よ

っ
て
、

一
つ
の
国
民
意
識
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
支
配
民
族
お
よ
び
国
民
は
、
国
家
の
持
続
可
能
性
を
自
分
の
生
存
条

件
と
し
て
お
り
、
そ
の
生
存
条
件
を
確
認
す
る
た
め
に
、
写
真
は
国
民
国
家
の

統
合
と

一
体
化
を
強
化
す
る
手
段
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

今
ま
で
の
少
数
民
族
あ
る
い
は
、
他
民
族
の
写
真
は
、
ほ
と
ん
ど
民
族
誌
の

資
料
と
し
て
使
わ
れ
て
、

一
種
の
文
化
の
記
録
の
よ
う
も
の
で
あ
る
。
又
は
、

人
種
と
民
族
の
分
類
の
た
め
に
撮
ら
れ
た
写
真
に
関
し
て
、
単
な
る
異
文
化
理

解
の
障
害
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
論
文
の
目
的
は
、.
再
帰
性
と
い
う
概
念
を
使

っ
て
、

他
民
族
の
写
真
を
通
じ
て
、
自
分
の
文
化
を
理
解
で
き
る
と
い
う

こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
想
像
の
段
階
」
の
中
で
、
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
共
同
体

の
想
像
の
ス
タ
イ
ル
は
、
国
民
国
家
の
国
民
意
識
に
な

っ
て
し
ま
い
、
国
民
国

家
の
構
成
に
対
し
て
、

一
つ
の
大
き
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
働
く
。
実
際
に

は
、
こ
の
想
像
の
ス
タ
イ
ル
は
、
国
民
国
家
以
上
に
拡
大
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
白
人
社
会
と
植
民
地
の
黒
人
社
会

の
間

の
関
係
に
も
当
て
は
ま
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る
。こ

こ
で
論
じ
た
よ
う
に
、
少
数
民
族
の
写
真
は
、
国
民
意
識
を
作
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
国
民
意
識
は
、
国
民
に
共
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

一
つ
の
共

同
体
を
想
像
す
る
媒
介
に
な
る
。
そ
の
上
、
本
章
で
は
、
こ
の
共
同
体
の
存
在

を
国
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、と
に
か
く
自
分
よ
り
異
な
る
も
の
に
対
し
て
、

一
種
の
自
己
保
存
の
本
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
い
。
要
す
る
に
、
自
分
が
、

集
団
お
よ
び
共
同
体
に
属
す
る
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
、
自
己
保
存
が
成
立
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
本
能
と
し
て
の
自
己
保
存
は
、
個
人
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
個
人

が
属
す
る
集
団
を
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ホ

ッ
ブ
ス
の

国
家
と
い
う
共
同
体
の
構
成
理
論
に
よ
れ
ば
、
宗
教
、
伝
統
や
王
権
で
は
な
く
、

国
家
の
基
本
単
位
と
し
て
の
国
民
の
生
存
の
本
能
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
写
真
の
分
析
を
通
じ
て
、
個
人
の
視
点
か
ら
出
発
し
て
、
写
真

を
撮
る
、
あ
る
い
は
見
る
と
い
う
行
為
を
考
察
し
な
が
ら
、
国
民
意
識
を
追
求

し
て
、
共
同
体
の
構
成
ま
で
の
説
明
が
で
き
る
。
そ
の
上
、.も
.っ
と
広
い
面
か

ら
見
る
と
、
ア
フ
リ
カ
の
人
々
の
写
真

の
中
で
作
ら
れ
た

「白
人
社
会
」
の
よ

う
な
共
同
体
や
集
団
も
、
結
局
、

一
種
の
集
団
レ
ベ
ル
の
自
己
を
保
存
す
る
機

能
を
発
揮
す
る
結
果
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
に
よ
る
倭
人
と
し
て
の
支
配
民
族
か
ら
、
国
民
意
識
に

お
け
る
国
家
と
い
う
共
同
体
の
構
成
ま
で
、
そ
し
て
広
い
意
味
で
取
ら
れ
る
集

団
と
い
う
存
在
は
、
写
真
分
析
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の

写
真
分
析
が
持
つ
普
遍
的
な
特
徴
は
、
す
べ
て
の
集
団
の
構
成
に
関
し
て
、
重

要
な
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
勿
論
、
写
真
の
映
像
を
分
析
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
写
真
の
再
帰
性
を
使
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
写
真
お
よ
び
映
像
の
分
析
を
大

き
く
広
げ
る
こ
と
に
も
な
る
と
言
え
る
。

五
、
結
論

本
論
文
で
は
、
個
人
レ
ベ
ル
、
集
団
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
民
族
レ
ベ
ル
の
写
真

を
考
察
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
認
識
の
問
題
に
つ
い
て
、
各
レ
ベ
ル
の
写
真

の
再
帰
性
を
検
討
し
て
き
た
。
支
配
民
族

の
写
真
が
存
在
し
な
い
ー

脱
写
真

1

と
い
う
現
象
か
ら
、
少
数
民
族
の
写
真
の
意
味
を
追
求
し
て
、
国
民
と
い

う
想
像
さ
れ
る
も
の
が
写
真
分
析
を
通
じ
て
、考
察
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

さ
ら
に
、
支
配
民
族
と
少
数
民
族
と
の
対
立
関
係
と
権
力
闘
争
も
明
ら
か
に
な

っ
た
。

脱
写
真
と
い
う
現
象
は
、
民
族
レ
ベ
ル
だ
け
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
個

人
レ
ベ
ル
と
集
団
レ
ベ
ル
に
も
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
の
写
真
は
、

現
実
以
上
に
選
択
的
な
記
録
で
あ
り
、
集
団
写
真
も
、

一
体
化
を
強
化
す
る
鏡

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
お
よ
び
鏡
像
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
よ
う

な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
(
想
像
の
現
実
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
「
自
己
」
と
い

う
も
の
の
実
体
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
論
文
を
通
じ
て
、
個
人
と
し
て
の
実
体
、
又
は
、
集
団
の

一

員
と
し
て
の
実
体
に
お
い
て
も
、
脱
写
真
化
さ
れ
た
現
象
が
起
こ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
支
配
民
族
の
写
真
お
よ
び
彼
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は

写
真
に
現
れ
ず
、
逆
に
少
数
民
族
の
写
真
や
他
民
族
の
写
真
が
彼
ら
の
社
会
に

脱写真論143



流
通
す
る
。
自
民
族
/
他
民
族
、
日
常
/
非
日
常
、
現
実
/
非
現
実
の
よ
う
な

構
造
関
係
と
し
て
考
察
す
る
と
、
写
真

で
映
す

「自
己
」
は
、
常
に
、
片
側
だ

け
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
個
人
、
集
団
、
そ
し
て
民
族
の
レ
ベ
ル

4

す
べ
て
に
お
い
て
、
脱
写
真
の
現
象
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
脱
写
真
と
い
う
現
象
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
自
己
保
存
と
い
う

人
間
の
本
能
を
同
時
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
本
能

と
は

つ
ま
り
、
人
間
が
自
分
の
生
存

の
持
続
可
能
性
の
た
め
に
、
自
己
を
保
存

す
る
と
い
う
生
存
の
モ
チ
ー
フ
の
こ
と
で
あ
る
。
自
己
意
識
が
生
活
範
囲
と
と

・

も
に
拡
大
す
る
の
と
同
時
に
、
自
己
保
存
も
各
レ
ベ
ル
で
、
、持
続
す
る
た
め
の

機
能
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
個
人
レ
ベ
ル
か
ら
、
民
族
レ
ベ
ル
ま
で
、
皀
分
お

よ
び
自
分
に
属
す
る
集
団
を
保
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
本
能
は
拡
大
し
、
国
家
レ
ベ
ル
に
至
る

と
、
国
民
意
識
と
い
う
連
結
が
生
み
出
さ
れ
た
り
、
共
同
体
の
存
在
を
想
像
さ

.
せ
た
り
す
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う

な
内
向
的
な
意
識
の
強
化
と
外
的
な
も

の
に
対
す
る
排
除
性
は
、
写
真
を
通
じ

て
、
個
人
と
共
同
体
が

一
体
化
す
る
と
、

国
民
国
家
の
場
合
に
は
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
写
真
に
お
け
る
倭
人
社
会
の
国
民
意
識
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
保
存
と
い
う
本
能
を
考
え
な
が
ら
、
国
民
国
家

と
い
う
共
同
体
の
考
察
を
行
な

っ
た
。
そ
し
て
、
国
民
国
家
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
い
う
も
の
を
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
分
析
し
、
写
真
と
い
う
記
録
手
段

を
通
じ
て
、
少
数
民
族
の
写
真
か
ら
出
て
来
る
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
想
像
の
ス
タ

イ
ル
と
し
て
説
明
し
た
。
自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
本
能
は
、
個
人
の
記
録
か

ら
集
団
の
強
化
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
、
少
数
民
族
の
写
真
に
よ

っ
て

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
、
又
は
、
国
民
意
識
は
、
言
語
、
小
説
、
詩
、
植
民
地
政
策
な
ど
に
よ

っ
て

偶
然
的
に
出
来
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
生
存
を
持
続
す
る
た
め
の

一
つ
の

生
存
の
本
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
本
能
は
(
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
、
集

団
で
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
。

一
五
〇
年
の
歴
史
を
持

つ
写
真
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
認
識
お

よ
び
自
己
の
中
の
異
文
化
や
他
者
の
存
在
に
対
し
て
、
今
後
も
、
大
き
な
課
題

で
あ
る
こ
と
を
も
う

一
度
示
し
、
本
論
を
閉
じ
た
い
。
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