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論
文
概
要
書 

 

李
良
枝
研
究 

―
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
を
め
ぐ
っ
て
― 

趙
允
珠 

 

序
章 本

論
文
の
目
的
は
、
李
良
枝
が
探
し
求
め
て
い
た
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

従
来
、
李
良
枝
の
研
究
で
は
、
李
良
枝
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
わ
れ
る
際
、
伽
倻
琴
や
大
琴

と
い
う
「
文
化
的
」
な
も
の
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
李
良
枝
は
、
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
る
た
め
母
国
の
韓
国
に
留
学
す
る
以
前
、
日
本
に
お
い
て
「
丸
正
事
件
」
の
無
実
を
訴

え
る
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
、
つ
ま
り
「
政
治
的
」
な
も
の
を
通
し
て
も
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追

求
し
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
李
良
枝
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
を
「
文
化
的
」

な
も
の
と
「
政
治
的
」
な
も
の
の
両
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
第
一
部
「
李
良
枝
文
学
の
出
発
と
展
開
」
と

第
二
部
「
作
品
研
究
」、
そ
し
て
第
三
部
「
第
三
世
代
に
お
け
る
李
良
枝
の
位
置
」
と
い
う
三
部
構
成
で
、

李
良
枝
の
探
し
求
め
て
い
た
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

ま
ず
第
一
部
で
は
、
川
西
政
明
が
、
李
良
枝
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』（「
群
像
」
一
九
八
二
・

十
一
）
に
つ
い
て
「
文
芸
時
評
」（「
す
ば
る
」
一
九
八
二
・
十
二
）
で
「
か
つ
て
こ
の
人
（
李
良
枝
―
引
用

者
注
）
が
書
い
た
『
手
記
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
照
合
す
る
と
こ
の
小
説
が
ほ
ぼ
自
伝
の
体

裁
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
李
良
枝
文
学
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し

て
、
李
良
枝
の
年
譜
と
随
筆
を
参
照
し
つ
つ
、
作
家
の
足
跡
を
辿
っ
た
。 

次
に
第
二
部
で
は
、
第
二
世
代
に
よ
っ
て
多
く
語
ら
れ
た
「
陰
鬱
な
家
庭
」「
粗
暴
な
父
親
」「
済
州
島
」

を
題
材
に
書
か
れ
て
い
る
『
か
ず
き
め
』（「
群
像
」
一
九
八
三
・
四
）、『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
及
び
『
刻
』、

そ
し
て
今
回
初
め
て
見
つ
か
っ
た
山
梨
県
立
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
未
発
表
小
説
『
へ
た
い
ら
』
と
の

類
似
点
に
注
目
し
考
察
し
た
。
一
九
八
〇
年
、
母
国
の
韓
国
に
留
学
し
た
李
良
枝
は
、
立
て
続
け
に
二
人
の

兄
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
と
両
親
の
離
婚
の
た
め
に
、
一
九
八
二
年
に
日
本
に
戻
り
、
一
九
八
四
年
、
再
び
韓

国
へ
行
く
ま
で
に
未
完
を
含
め
た
こ
れ
ら
四
編
の
作
品
を
書
き
あ
げ
て
い
る
。
李
良
枝
は
、
前
世
代
か
ら
多

く
語
ら
れ
て
き
た
問
題
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
中
か
ら
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ

い
て
模
索
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 

李
良
枝
は
、
な
ぜ
日
本
に
残
っ
て
創
作
活
動
を
続
け
ず
、
再
び
母
国
行
き
を
決
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
随
筆
「
私
に
と
っ
て
の
母
国
と
日
本
」
の
中
で
「
や
は
り
踊
り
の
修
業
を
続
け
た
か
っ
た
し
、
ま

た
母
国
語
を
十
分
に
こ
な
せ
な
い
の
に
日
本
語
で
も
の
を
書
く
暮
ら
し
を
続
け
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
限

界
と
不
満
を
感
じ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
李
良
枝
に
と
っ
て
母
国
で
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
探
し
求
め
る
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と
だ
っ
た
。 
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こ
の
よ
う
に
李
良
枝
は
、
一
九
八
四
年
二
月
か
ら
本
格
的
に
韓
国
で
留
学
生
活
を
送
り
な
が
ら
作
品
を

発
表
す
る
。
金
壎
我
は
、
そ
の
中
で
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
と
『
刻
』（「
群
像
」
一
九
八
四
・
八
）、
そ
し

て
『
由
熙
』（「
群
像
」
一
九
八
八
・
十
一
）
を
、
留
学
三
部
作
と
位
置
づ
け
、
一
作
毎
に
深
ま
り
を
見
せ
て

い
く
主
人
公
た
ち
の
母
国
で
の
苦
闘
と
、
そ
れ
に
伴
う
心
理
変
化
を
作
家
の
留
学
体
験
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
論
じ
て
い
る
。
本
論
文
で
も
従
来
の
研
究
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
三
作
品
を
留
学
三
部
作
に
位
置
づ
け
な

が
ら
、
し
か
し
『
由
煕
』
を
単
独
の
作
品
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
な

ぜ
な
ら
、
菅
野
昭
正
（『
刻
』「
創
作
合
評
」「
群
像
」
一
九
八
四
・
九
）
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
刻
』

は
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
の
続
編
と
し
て
読
め
る
物
語
で
あ
り
、
両
作
品
の
中
で
は
、
伽
倻
琴
を
習
い
に
母

国
に
来
た
「
在
日
韓
国
人
」
の
視
点
か
ら
母
国
で
の
苦
闘
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
伴
う
心
境
は
伽
倻
琴
を
通
し

て
描
か
れ
て
い
る
反
面
、『
由
熙
』
に
お
い
て
は
、
韓
国
人
側
か
ら
「
在
日
韓
国
人
」
の
母
国
で
の
苦
闘
を

描
く
と
い
う
視
点
の
変
化
と
、
伽
倻
琴
か
ら
大
笒
（
韓
国
伝
統
の
横
笛
）
へ
の
変
化
が
試
み
ら
れ
る
か
ら
だ
。

李
良
枝
は
こ
の
よ
う
な
方
法
を
試
み
て
、
私
た
ち
に
何
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
考
察
し
た
。 

そ
し
て
第
二
部
の
最
後
で
は
、
前
述
し
た
三
作
品
以
外
の
他
の
留
学
物
語
の
意
味
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、

『
か
ず
き
め
』（「
群
像
」
一
九
八
三
・
四
）
と
『
刻
』（「
群
像
」
一
九
八
四
・
八
）
の
間
に
発
表
さ
れ
た
『
あ

に
ご
ぜ
』（「
群
像
」
一
九
八
三
・
十
二
）、
次
に
、『
刻
』
か
ら
約
九
ヵ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
『
影
絵
の
向
こ

う
』（「
群
像
」
一
九
八
五
・
五
）、
そ
し
て
最
後
は
、『
影
絵
の
向
こ
う
』
か
ら
約
半
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
鳶

色
の
午
後
』（「
群
像
」
一
九
八
五
・
十
一
）
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
李
良
枝
の
留
学
物
語
が
論
じ
ら

れ
る
際
、
こ
れ
ら
の
三
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
書
か
れ
る
『
由

煕
』
に
お
け
る
視
点
の
変
化
を
得
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
必
要
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

最
後
に
第
三
部
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
百
十
六
回
と
百
二
十
二
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
、
柳
美
里
『
家
族
シ

ネ
マ
』（「
群
像
」
一
九
九
六
・
十
二
）
と
玄
月
『
陰
の
棲
み
か
』（「
文
学
界
」
一
九
九
九
・
十
一
）
に
つ
い

て
、
こ
の
二
人
の
作
家
は
、
李
良
枝
と
同
じ
く
第
三
世
代
に
属
し
な
が
ら
そ
の
作
風
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る

か
考
察
し
た
。
李
漢
昌
も
「
芥
川
賞
を
通
し
て
見
る
在
日
同
胞
文
学
」（「
日
本
學
」
二
〇
〇
〇
・
十
二
）
で

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
は
日
本
文
壇
に
「
在
日
朝
鮮
人
」
文
学
の
位
置
づ
け
を

確
固
た
る
も
の
に
す
る
か
ら
で
も
あ
る
よ
う
に
、「
在
日
朝
鮮
人
文
学
」
に
お
け
る
三
人
の
位
置
づ
け
を
検

討
し
た
。 

以
下
で
は
、
本
論
文
の
概
要
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。 

 

第
一
部 

李
良
枝
文
学
の
出
発
と
展
開 

 

第
一
章 

民
族
意
識
の
発
見 

 

李
良
枝
の
父
李
斗
浩
は
、
一
九
二
六
年
、
当
時
日
本
支
配
下
の
済
州
島
で
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
一
九
四
〇

年
、
李
は
漁
師
だ
っ
た
父
が
出
稼
ぎ
で
暮
ら
し
て
い
る
日
本(

三
浦
半
島)

へ
や
っ
て
来
る
。
し
か
し
、
朝
鮮

人
で
あ
る
こ
と
が
不
利
に
な
る
と
、
日
本
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、
日
本
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
、
李
良
枝
の
母
、
呉
永
姫
は
大
阪
生
ま
れ
で
、
李
良
枝
の
幼
い
頃
か
ら
大
阪
に
あ
る
実
家
に
連
れ

て
行
っ
た
り
、
ま
た
子
守
り
歌
は
「
朝
鮮
」
の
も
の
を
歌
っ
て
や
っ
た
り
、
母
国
の
済
州
島
に
対
す
る
思
い
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を
常
に
持
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
異
な
る
考
え
が
二
人
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
後
、
李
良
枝
が
京
都
へ
の
家
出
す
る
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

李
良
枝
は
、「
朝
鮮
」
を
全
面
的
に
否
定
し
、
日
本
人
に
な
り
き
ろ
う
と
す
る
父
と
母
国
に
対
す
る
思
い

を
持
っ
て
い
る
母
の
間
で
徐
々
に
「
朝
鮮
」
を
意
識
し
始
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
幼
い
時
、
大
阪
に
あ
る

母
の
親
戚
の
家
を
「
汚
ら
し
い
」、「
野
蛮
」
な
ど
と
否
定
し
、
自
分
が
「
朝
鮮
人
」
で
あ
る
こ
と
を
徐
々
に

否
定
し
始
め
る
。 

 

第
二
章 

民
族
意
識
の
再
発
見 

第
二
章
で
は
、
京
都
へ
家
出
し
た
李
良
枝
が
、
編
入
し
た
鴨
沂
高
校
で
日
本
史
を
教
え
て
い
た
片
岡
秀
計

先
生
に
出
会
い
、
こ
れ
ま
で
否
定
的
に
考
え
て
き
た
「
朝
鮮
」
に
つ
い
て
の
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
、
そ
し

て
そ
の
後
、
早
稲
田
大
学
の
「
韓
国
文
化
研
究
会
」
の
活
動
及
び
「
在
日
韓
国
人
」
が
冤
罪
と
さ
れ
た
「
丸

正
事
件
」
の
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
通
し
て
追
及
し
た
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
分
析
し

た
。 

 

李
良
枝
は
、
片
岡
先
生
の
「
日
本
の
近
代
史
は
、
韓
国
史
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
た
ら
成
立
し
な
い
」
と

の
言
葉
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
そ
の
時
以
来
、「
朝
鮮
」
に
対
す
る
意
味
が
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
大
学

時
代
に
は
、「
韓
国
文
化
研
究
会
」
に
入
っ
て
、
在
日
同
胞
た
ち
と
の
討
論
を
通
し
て
自
分
の
民
族
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
観
念
的
な
う
え
政
治
的
傾
向
が

強
い
こ
と
や
日
本
国
籍
を
持
っ
て
い
る
同
胞
に
対
す
る
冷
淡
な
態
度
に
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
李
良

枝
は
、
冤
罪
事
件
の
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
通
し
て
そ
こ
で
よ
り
具
体
的
な
「
朝
鮮
」
像
を
描
き
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
し
て
い
た
が
、
自
分
が
抱
い
て
い
た
の
と
は
違
っ
た
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
気

づ
く
の
だ
。 

 

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
に
李
良
枝
が
「
政
治
的
」
な
経
験
を
通
し
て
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
追
求
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
ず
、
特
に
「
丸
正
事
件
」
と
李
良
枝
に
関
す
る
論

文
は
、
実
証
的
研
究
は
、
陳
乃
縞
「
丸
正
事
件
か
ら
得
た
、
李
良
枝
の
民
族
思
想
と
小
説
へ
の
出
発
―
伽
倻

琴
か
ら
小
説
へ
―
」（「
千
里
山
文
学
論
集
」
第
八
七
号
、
二
〇
一
二
・
二
）
の
み
で
あ
る
。 

し
か
し
陳
乃
縞
の
論
文
は
、
李
良
枝
に
お
け
る
「
丸
正
事
件
」
の
持
つ
意
義
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
李
良
枝
は
、
大
学
の
時
に
知
り
習
っ
た
韓
国
の
伽
倻
琴
を
再
び
弾
き
始
め
、
今
度
は
、
「
文
化
的
」

な
も
の
を
通
し
て
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
て
母
国
の
韓
国
へ
行
く
こ
と
ま
で
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
李
良
枝
は
、
日
本
に
お
い
て
「
政
治
的
」
な
経
験
を
貫
い
た
か
ら
こ
そ
韓
国
行
を

決
め
た
の
だ
。 

 

第
三
章 

母
国
体
験 

第
三
章
で
は
、
デ
ビ
ュ
ー
作
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
が
出
来
上
が
る
ま
で
の
李
良
枝
の
韓
国
で
の
生
活
、

そ
の
後
、
二
人
の
兄
の
死
と
そ
れ
が
契
機
と
な
り
両
親
の
離
婚
が
正
式
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
一
九
八
二

年
か
ら
二
年
間
の
日
本
滞
在
、
そ
し
て
、
一
九
八
四
年
再
び
母
国
に
戻
っ
て
本
格
的
に
留
学
生
活
を
送
り
な

が
ら
発
表
し
て
い
く
作
品
か
ら
遺
作
と
な
っ
た
『
石
の
聲
』
ま
で
の
李
良
枝
の
足
跡
を
辿
っ
た
。 
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李
良
枝
は
、
反
軍
部
民
主
化
要
求
の
デ
モ
が
続
い
て
い
る
、
一
九
八
〇
年
五
月
に
韓
国
へ
行
く
。
こ
の
よ

う
に
、
韓
国
に
行
く
の
は
政
治
的
な
行
為
と
し
て
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
状
況
の
中
で
も
母
国
行
き
を
決

心
し
た
の
は
、
韓
国
で
「
文
化
的
」
な
も
の
、
つ
ま
り
伽
倻
琴
を
通
し
て
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
探
し
め
よ
う
と
す
る
李
良
枝
の
必
然
的
な
行
動
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

韓
国
で
は
伽
倻
琴
を
習
い
な
が
ら
韓
国
の
伝
統
舞
踊
の
サ
ル
プ
リ
に
出
会
い
、
そ
の
気
持
ち
は
、
李
良
枝

を
さ
ら
に
母
国
語
の
勉
強
に
導
き
、
ソ
ウ
ル
大
学
国
語
国
文
学
科
に
入
学
さ
せ
る
。
李
良
枝
の
こ
の
よ
う
な

母
国
で
の
体
験
は
、
小
説
の
中
で
重
要
な
題
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。 

李
良
枝
が
「
重
要
な
転
換
点
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
ウ
ル
大
学
を
卒
業
し
た
後
に
発
表
し
た
『
由
煕
』

は
、
こ
れ
ま
で
の
留
学
物
語
と
は
異
な
り
、
韓
国
人
側
か
ら
見
た
「
在
日
韓
国
人
」
の
母
国
で
の
苦
闘
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
長
ら
く
複
雑
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
富
士
山
に
対
す
る
気
持
ち
か
ら

も
窺
え
る
。
日
本
と
母
国
の
韓
国
の
両
国
に
お
い
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
て
い
た
李

良
枝
は
、
ど
ち
ら
で
も
な
く
全
て
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
姿
勢
は
、
後
に
書
か
れ
、
遺
作
に
な
っ
た
『
石
の
聲
』
で
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求

め
る
主
人
公
の
中
に
新
た
な
形
と
し
て
現
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

第
二
部 

作
品
研
究 

 

第
四
章
『
へ
た
い
ら
』
論 

―
『
か
ず
き
め
』
と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
― 

第
四
章
で
は
、
今
回
初
め
て
見
つ
か
っ
た
山
梨
県
立
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
未
発
表
小
説
『
へ
た
い

ら
』
と
、『
か
ず
き
め
』、
そ
し
て
留
学
三
部
作
の
第
一
作
目
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
と
の
類
似
点
に
注
目
し
、

李
良
枝
文
学
に
お
け
る
『
へ
た
い
ら
』
の
位
置
を
考
察
し
た
。 

『
へ
た
い
ら
』
の
初
校
の
日
付
は
一
九
八
三
年
七
月
十
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
年
四
月
に
発

表
さ
れ
た
『
か
ず
き
め
』
か
ら
三
ヵ
月
後
で
あ
る
。
そ
し
て
『
か
ず
き
め
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
第
二
世

代
に
よ
っ
て
多
く
語
ら
れ
た
問
題
は
、『
へ
た
い
ら
』
の
中
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
済
州
島
の
表

象
に
お
い
て
は
、『
か
ず
き
め
』
で
は
「
朝
鮮
人
」
で
あ
る
こ
と
に
怯
え
を
感
じ
る
「
彼
女
」
は
、
物
語
の

最
後
に
浴
槽
の
中
に
身
を
沈
め
た
ま
ま
死
ぬ
が
、
そ
の
時
、「
彼
女
」
の
耳
に
済
州
島
の
波
の
音
が
聞
こ
え

た
の
は
、
実
父
の
故
郷
の
済
州
島
に
帰
り
た
い
と
い
う
潜
在
意
識
と
「
朝
鮮
人
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
由
に

な
り
た
い
と
い
う
「
彼
女
」
の
願
望
か
ら
だ
っ
た
。
一
方
、『
へ
た
い
ら
』
で
は
、
済
州
島
の
イ
メ
ー
ジ
は

夢
と
現
実
に
分
離
さ
れ
て
現
れ
て
お
り
、
夢
で
は
「
暗
い
洞
穴
の
中
」
が
、
現
実
で
は
「
菜
の
花
畑
」
が
き

れ
い
に
広
が
っ
て
い
る
景
色
と
い
っ
た
相
反
さ
れ
た
風
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
両
方
と
も
足
の
甲
の

な
い
「
私
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
だ
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
確
信
を
持
っ
て

い
な
い
「
私
」
の
不
安
定
な
心
理
状
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
作
品

か
ら
李
良
枝
の
母
国
に
対
す
る
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
れ
動
い
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。 

李
良
枝
は
、
留
学
先
の
韓
国
か
ら
日
本
に
戻
り
、
二
年
間
を
日
本
に
滞
在
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
第
二

世
代
の
「
在
日
朝
鮮
人
」
文
学
を
取
り
入
れ
た
作
品
を
書
い
た
が
、
再
び
韓
国
に
戻
っ
た
後
新
し
い
状
況
の
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中
に
お
い
て
も
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
し
た
作
品
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
五
章
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
論 

―
理
想
の
ウ
リ
ナ
ラ
を
求
め
て
― 

第
五
章
で
は
、
留
学
三
部
作
の
第
一
作
目
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
に
お
け
る
、
伽
倻
琴
の
中
に
母
国
に
対

す
る
誇
り
を
持
っ
て
韓
国
に
来
た
「
私
」
の
心
境
の
変
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
。 

日
本
で
常
に
日
本
人
に
殺
さ
れ
る
と
怯
え
て
い
た
「
私
」
は
、
伽
倻
琴
の
中
に
母
国
に
対
す
る
誇
り
を
抱

い
て
理
想
の
母
国
像
を
求
め
て
韓
国
に
来
る
。
し
か
し
理
想
の
母
国
探
し
は
、
言
葉
の
問
題
に
直
面
す
る
。

「
私
」
は
、
日
本
で
は
「
在
日
韓
国
人
」
で
あ
る
こ
と
で
劣
等
意
識
に
苛
ま
れ
、
母
国
に
来
て
一
生
懸
命
に

母
国
語
を
勉
強
し
て
も
蔑
視
を
受
け
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
小
倉
紀
蔵
が
『
韓
国
は
一
個
の
哲
学
で
あ
る
』

（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
・
五
）
で
、
韓
国
を
表
す
「
ウ
リ
ナ
ラ
」
の
「
ウ
リ
」
は
、「
我
ら
、
我
々
」

の
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
韓
国
人
が
安
息
で
き
る
「
心
の
共
同
体
」
で
あ
る
た
め
、
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

で
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
異
邦
人
で
あ
る
「
私
」
は
、「
ウ
リ
ナ
ラ
共
同
体
」
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
物
語
の
最
後
に
「
私
」
を
「
サ
ル
プ
リ
」
と
い
う
韓
国
の
伝
統
舞
踊
を
通
し
て
も
う
一
度
「
ウ

リ
ナ
ラ
」
に
導
く
。「
サ
ル
プ
リ
」
と
い
う
の
は
、「
サ
ル
は
世
俗
の
恨
、
プ
リ
は
そ
れ
を
解
く
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
恨
」
や
「
苦
し
み
」
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
。「
私
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
朝
鮮
人
」
で
あ
る
こ
と
の
「
苦
し
み
」
と
い
う
「
サ
ル
」
に
向
き
合

う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
及
す
る
た
め
に
母
国
行
き
を
決

心
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
サ
ル
」
に
向
き
合
う
た
め
の
必
死
の
も
が
き
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
「
苦
し
み
」
の
「
サ
ル
」
を
、「
サ
ル
プ
リ
」
を
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
プ
リ
」
つ
ま
り
解
き

ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
よ
う
。「
私
」
は
、「
サ
ル
プ
リ
」
を
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
恨
」
や
「
苦
し

み
」
を
解
き
、
理
想
の
「
ウ
リ
ナ
ラ
」
を
探
し
求
め
る
た
め
再
び
旅
立
つ
の
で
あ
る
。 

 

第
六
章
『
刻
』
論 

―
母
国
に
対
す
る
心
境
変
化
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
― 

第
六
章
で
は
、『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
か
ら
二
年
後
に
書
か
れ
た
留
学
物
語
の
第
二
作
目
『
刻
』
に
お
け

る
李
良
枝
の
母
国
に
対
す
る
心
境
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
具
体
的
に
は
、
川
西
政
明
が
『
刻
』（「
文

芸
時
評
」「
す
ば
る
」
一
九
八
四
・
九
）
に
つ
い
て
、『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
で
は
、
伽
倻
琴
の
中
に
母
国
が

宿
っ
て
い
る
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
主
人
公
は
、『
刻
』
に
至
っ
て
は
、
伽
倻
琴
の
絃
を
切
っ
て
し
ま

い
、
そ
の
後
、
絃
を
張
り
替
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
ま
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
た
め
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
分
析
し
た
。 

 

物
語
の
最
初
で
、
十
年
前
か
ら
「
私
」
の
傍
ら
に
あ
り
続
け
て
い
た
伽
倻
琴
と
日
常
用
品
を
同
じ
く
「
物
」

と
し
て
扱
っ
て
い
る
行
動
に
注
目
し
た
。
木
村
敏
が
『
時
間
と
自
己
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
八
二
・
十

一
）
で
「
も
の
が
客
観
の
側
に
あ
る
の
に
対
し
て
こ
と
は
主
観
の
側
に
あ
る
い
は
客
観
と
主
観
の
あ
い
だ
に

あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
に
と
っ
て
、「
伽
倻
琴
」
の
存
在
は
、「
物
＝
客
観
の
側
」
で
は
な

く
「
こ
と
＝
主
観
の
側
」
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
物
語
の
前
半
に
お
け
る
「
私
」
は
、
衝
動
的
に
「
伽
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倻
琴
」
の
絃
を
切
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
が
後
半
に
行
く
に
つ
れ
「
単
に
役
割
を
果
た
す
だ
け
の
『
物
』
で

は
な
か
っ
た
。
妙
に
人
を
圧
倒
す
る
存
在
感
」
の
あ
る
「
物
」
に
な
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、「
存
在
感
の
あ

る
こ
と
」
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

母
国
の
韓
国
に
留
学
に
来
た
「
私
」
は
、
決
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
。
換
言
す

れ
ば
、「
制
度
的
時
間
」
に
合
わ
せ
て
生
き
て
い
た
の
だ
。
特
に
「
私
」
は
、
化
粧
の
順
番
を
守
る
と
い
う

規
則
を
作
っ
て
い
る
が
、
そ
の
順
番
を
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
時
か
ら
、「
制
度
的
時
間
」
は
崩

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
制
度
的
時
間
」
が
崩
れ
「
内
面
の
声
」
が
聞
こ
え
た
「
私
」
に
伽
倻
琴

は
「
存
在
感
の
あ
る
こ
と
」
と
思
わ
れ
て
き
た
た
め
、
再
び
絃
を
張
り
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

『
刻
』
の
物
語
冒
頭
は
、「
化
粧
が
終
わ
っ
た
。」
か
ら
始
ま
り
、
結
末
は
、「
私
は
、
化
粧
を
始
め
た
。」

で
終
わ
っ
て
い
る
。
結
末
の
み
、
主
語
が
付
い
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
「
在
日
韓
国
人
」
と
し
て
の
自
分

と
韓
国
社
会
か
ら
思
わ
れ
る
「
日
本
人
」
と
し
て
の
自
分
と
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
「
私
」
の
「
在
日
韓

国
人
」
で
も
な
く
「
日
本
人
」
で
も
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
よ
う

と
す
る
意
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

第
七
章
『
由
熙
』
論 

―
「
政
治
的
」
と
「
文
化
的
」
と
の
混
在
か
ら
視
点
の
変
化
ま
で
― 

第
七
章
で
は
、『
刻
』
か
ら
四
年
後
に
発
表
さ
れ
た
留
学
三
部
作
『
由
煕
』
に
お
け
る
新
し
い
部
分
に
つ

い
て
分
析
し
た
。
従
来
研
究
で
は
、『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』、『
刻
』
及
び
『
由
煕
』
を
留
学
物
語
三
部
作
と

位
置
付
け
、
母
国
に
対
す
る
心
境
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
由
煕
』
を
単
独
の
作
品
と
し

て
も
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
刻
』
と
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』
に
お
い
て
は
、

伽
倻
琴
を
習
い
に
母
国
に
来
た
「
在
日
韓
国
人
」
の
視
点
か
ら
母
国
で
の
苦
闘
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
伴
う
心

境
は
伽
倻
琴
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
反
面
、
『
由
熙
』
に
お
い
て
は
、
韓
国
人
側
か
ら
「
在
日
韓
国
人
」

の
母
国
で
の
苦
闘
を
描
く
と
い
う
視
点
の
変
化
と
伽
倻
琴
か
ら
大
笒
（
韓
国
伝
統
の
横
笛
）
へ
の
変
化
が
試

み
ら
れ
る
か
ら
だ
。 

『
由
熙
』
で
は
、
『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』、『
刻
』
よ
り
一
層
、
母
国
語
に
対
す
る
主
人
公
の
心
境
が
目
立

っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
大
笒
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
は
、「
ウ
リ
ナ
ラ
共
同
体
」
に
溶
け
込
む
こ
と
が
出
来
ず
、

そ
れ
で
も
「
ウ
リ
ナ
ラ
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
由
熙
は
、
自
分
を
嘘
つ
き
、
偽
善
者
と
思
う
が
、
自

分
の
苦
し
い
気
持
ち
を
大
笒
の
中
に
求
め
「
大
笒
の
音
は
母
国
語
」
だ
と
し
こ
う
い
う
音
に
現
れ
た
声
を
、

言
葉
に
し
た
の
が
「
ウ
リ
キ
ョ
レ
（
我
が
民
族
）
」
だ
と
言
っ
て
民
族
の
歴
史
性
を
持
っ
た
音
に
昇
華
し
て

思
う
こ
と
か
ら
も
、
大
笒
と
い
う
装
置
は
必
然
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
韓
国
人
に

な
ろ
う
と
し
て
あ
が
い
て
い
る
由
煕
を
、
い
た
い
け
な
、
放
っ
て
お
け
な
い
存
在
と
感
じ
、
韓
国
へ
の
同
化

を
迫
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、
最
初
、
日
本
や
「
在
日
韓
国
人
」
と
い
う
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
判
断
し
て

い
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
由
煕
の
「
個
別
性
」
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
叔
母
さ
ん
を
通
し
て
、
由
煕

が
抱
え
て
い
る
だ
ろ
う
様
々
な
問
題
は
、
由
煕
自
身
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。 

木
崎
さ
と
子
は
、
語
り
手
「
私
」
に
つ
い
て
「
書
評
『
母
語
』
へ
の
問
い
か
け
と
祈
り
―
李
良
枝
『
由
熙
』」

（「
群
像
」
一
九
八
九
・
四
）
の
中
で
、
「
『
私
」
は
祖
国
を
持
つ
イ
ン
テ
リ
で
あ
り
、
由
熙
と
い
う
若
い
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『
祖
国
喪
失
者
』
の
救
済
者
で
あ
り
た
い
と
望
み
つ
つ
失
敗
す
る
の
だ
が
、
憂
鬱
に
近
か
っ
た
よ
う
な
『
私
』

の
塞
ぎ
は
、
由
熙
に
会
っ
た
こ
と
で
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
」
と
分
析
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
私
」
の
憂
鬱

に
近
か
っ
た
よ
う
な
状
態
は
、
叔
母
さ
ん
を
通
し
て
由
煕
を
理
解
し
た
こ
と
で
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。 

由
煕
は
、
韓
国
を
去
っ
て
行
く
時
、
「
私
」
宛
て
に
日
本
語
で
書
い
た
「
紙
の
束
」
を
残
し
て
行
っ
た
。

そ
れ
は
、
な
ぜ
由
煕
は
日
本
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
か
を
改
め
て
「
私
」
に
考
え
さ
せ
る
契
機
を
与
え
る
た
め

の
、
一
つ
の
装
置
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
母
語
が
日
本
語
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
韓
国
語
で
あ
る
か

絶
え
ず
自
分
に
言
い
聞
か
せ
探
し
求
め
て
い
た
が
、
結
局
「
こ
と
ば
の
杖
」
を
掴
め
な
か
っ
た
由
煕
と
は
異

な
り
、
語
り
手
の
「
私
」
は
、
自
分
の
母
国
の
文
化
や
母
国
語
に
つ
い
て
揺
る
ぎ
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
持
っ
て
お
り
、
「
こ
と
ば
の
杖
」
に
支
え
ら
れ
、
安
定
し
て
い
た
。
し
か
し
由
煕
と
い
う
「
外
部
」
の
存

在
に
出
会
い
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
気
づ
か
せ
ら
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
由

煕
を
通
し
て
「
私
」
は
、
母
国
に
お
け
る
一
人
の
女
性
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
べ
き
か
と
考
え
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
李
良
枝
は
、『
在
日
』
の
問
題
を
描
く
場
合
で
も
、
そ
れ
を
通
し
て

今
日
を
生
き
る
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ま
で
を
追
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
八
章
『
あ
に
ご
ぜ
』
、
『
影
絵
の
向
う
』、『
鳶
色
の
午
後
』
論 

 
 

―
も
う
一
度
留
学
物
語
に
戻
っ
て
― 

第
八
章
で
は
、『
ナ
ビ
・
タ
リ
ョ
ン
』、『
刻
』
及
び
『
由
煕
』
の
他
に
、
留
学
物
語
に
当
た
る
『
あ
に
ご

ぜ
』
、
『
影
絵
の
向
こ
う
』
、
『
鳶
色
の
午
後
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
『
あ
に
ご
ぜ
』（「
群
像
」
一
九
八

三
・
十
二
）
は
、『
か
ず
き
め
』
と
『
刻
』
の
間
に
、『
影
絵
の
向
こ
う
』（「
群
像
」
一
九
八
五
・
五
）
は
、

『
刻
』
か
ら
約
九
ヵ
月
後
、『
鳶
色
の
午
後
』（「
群
像
」
一
九
八
五
・
十
一
）
は
、『
影
絵
の
向
こ
う
』
か
ら

約
半
年
後
発
表
さ
れ
た
。
従
来
研
究
で
は
、
こ
の
三
作
品
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
李
良
枝
の
母
国
に
対
す
る
心
境
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
こ
れ
ら
の
作
品
分
析
は
欠
か
せ
な
い
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
李
良
枝
文
学
に
お
け
る
『
あ
に
ご
ぜ
』、
『
影
絵
の
向
こ
う
』
、
『
鳶
色
の
午
後
』
の

位
置
づ
け
を
試
み
た
。 

『
あ
に
ご
ぜ
』
は
、
李
良
枝
が
韓
国
留
学
を
中
断
し
て
日
本
に
戻
り
、
二
年
間
滞
在
し
て
い
た
時
に
書
い

た
。
第
四
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
は
、
第
二
世
代
の
「
在
日
朝
鮮
人
」
作
家
た

ち
に
よ
っ
て
多
く
語
ら
れ
て
き
た
題
材
が
描
か
れ
て
お
り
、『
あ
に
ご
ぜ
』
で
も
語
り
手
「
私
」
の
姉
は
、

「
朝
鮮
人
」
部
落
で
底
辺
労
働
者
と
共
に
生
活
す
る
。
し
か
し
日
本
の
中
に
自
分
の
民
族
意
識
が
発
見
で
き

な
い
と
思
っ
た
姉
は
、
母
国
留
学
を
決
心
す
る
の
だ
。
李
良
枝
は
、
こ
の
時
期
、
こ
の
ま
ま
日
本
に
残
る
べ

き
か
再
び
母
国
の
韓
国
に
戻
っ
て
留
学
生
活
を
続
け
る
べ
き
か
迷
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
自

分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
前
世
代
の
「
在
日
朝
鮮
人
」
の
生
き
方
を
通
し
て
だ
け
で
な

く
、
母
国
の
韓
国
と
い
う
新
し
い
状
況
の
中
か
ら
も
追
求
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
李
良
枝
は
、
母

国
に
戻
っ
て
本
格
的
に
留
学
生
活
を
送
り
な
が
ら
作
品
を
書
く
。
そ
し
て
『
刻
』
が
書
か
れ
た
次
の
年
、『
影

絵
の
向
こ
う
』
と
『
鳶
色
の
午
後
』
を
発
表
す
る
。
『
影
絵
の
向
こ
う
』
に
お
い
て
は
、
自
分
を
日
本
人
で

も
「
在
日
韓
国
人
」
で
も
な
い
「
外
国
人
」
だ
と
想
定
し
母
国
の
韓
国
へ
手
紙
を
送
る
、
章
子
の
複
雑
な
気
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持
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
李
良
枝
は
、『
刻
』
で
韓
国
側
か
ら
思
わ
れ
る
「
日
本
人
」
で
も
な
く
、
日
本
側

か
ら
思
わ
れ
る
「
在
日
韓
国
人
」
で
も
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
て
い

た
が
、
こ
の
試
み
は
、
そ
の
後
『
影
絵
の
向
こ
う
』
で
よ
り
深
め
ら
れ
「
在
日
朝
鮮
人
」
だ
け
が
背
負
っ
て

い
る
問
題
を
超
え
、 

民
族
や
国
籍
を
問
わ
ず
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
描
こ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
か
。
一
方
『
鳶
色
の
午
後
』
に
お
い
て
は
、
三
年
前
、
母
国
に
来
て
一
日
で
も
早
く
生
活
に
慣
れ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
苛
立
ち
の
感
情
が
交
差
し
て
い
た
敬

子
は
、
時
間
が
経
っ
た
今
で
も
時
々
そ
う
な
る
よ
う
な
気
持
ち
と
、
韓
国
の
伝
統
舞
踊
を
通
し
て
母
国
と
向

き
合
っ
て
い
る
の
だ
。 

『
鳶
色
の
午
後
』
か
ら
約
三
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
由
煕
』
に
つ
い
て
李
良
枝
は
、
「
私
は
よ
う
や
く
本

国
人
の
気
持
や
立
場
を
多
少
な
り
と
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
理
解
し
て
い
く
道

こ
そ
が
、
在
日
同
胞
で
あ
る
自
分
自
身
の
姿
を
客
観
化
し
て
浮
き
彫
り
に
で
き
る
道
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ

た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
李
良
枝
は
自
分
の
立
場
を
よ
り
客
観
化
す
る
た
め
、
第
二
世
代
の
「
在

日
朝
鮮
人
」
文
学
の
題
材
を
入
れ
た
『
あ
に
ご
ぜ
』、「
在
日
朝
鮮
人
」
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
民
族
や
国
籍

を
問
わ
ず
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
の
中
で
考
え
た
『
影
絵
の
向
こ
う
』、
そ
し
て
伝
統
舞
踊
を
通
し
て
母

国
と
向
き
合
っ
て
い
く
姿
が
書
か
れ
た
『
鳶
色
の
午
後
』
の
中
で
の
試
み
を
経
て
『
由
煕
』
を
書
き
あ
げ
た

の
で
あ
る
。 

 第
三
部 

第
三
世
代
に
お
け
る
李
良
枝
の
位
置 

 

第
九
章 

家
族
と
い
う
物
語 

―
柳
美
里
『
フ
ル
ハ
ウ
ス
』
か
ら
『
家
族
シ
ネ
マ
』
へ
― 

第
九
章
と
第
十
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
百
十
六
回
と
百
二
十
二
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
、
柳
美
里
『
家
族

シ
ネ
マ
』（「
群
像
」
一
九
九
六
・
十
二
）
と
玄
月
『
陰
の
棲
み
か
』（「
文
学
界
」
一
九
九
九
・
十
一
）
に
つ

い
て
、
李
良
枝
と
同
じ
く
第
三
世
代
に
属
し
な
が
ら
、
そ
の
作
風
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
考
察
し
た
。

李
漢
昌
も
「
芥
川
賞
を
通
し
て
見
る
在
日
同
胞
文
学
」（「
日
本
學
」
二
〇
〇
〇
・
十
二
）
で
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
は
日
本
文
壇
に
お
け
る
「
在
日
朝
鮮
人
」
文
学
の
位
置
づ
け
を
確
固
た

る
も
の
に
し
、
韓
国
に
お
い
て
も
注
目
を
集
め
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
契
機
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
。 

第
九
章
で
は
、
柳
美
里
『
フ
ル
ハ
ウ
ス
』（「
文
学
界
」
一
九
九
五
・
四
）
の
続
編
で
あ
る
『
家
族
シ
ネ
マ
』

を
延
長
線
上
に
お
き
、
両
作
品
に
お
け
る
家
族
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
分
析
し
た
。『
家
族

シ
ネ
マ
』
は
、
黒
井
千
次
が
「
芥
川
賞
選
評
」（「
群
像
」
一
九
九
七
・
三
）
で
「
一
家
が
揃
っ
て
暮
ら
す
家

庭
の
崩
壊
を
描
い
た
作
品
で
は
な
く
、
解
体
し
た
果
て
か
ら
逆
に
光
を
当
て
」
そ
の
崩
壊
し
た
家
族
を
ど
の

よ
う
に
再
生
す
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
の
小
説
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。『
フ
ル
ハ
ウ
ス
』
に
お
い
て
は
、

長
年
離
散
状
態
に
あ
っ
た
家
族
の
絆
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
父
が
新
築
の
家
に
娘
二
人
を
呼
び
戻
そ
う
と

す
る
が
、
娘
の
素
美
は
、
も
う
と
っ
く
に
家
族
の
絆
は
完
了
し
て
し
ま
っ
た
と
思
う
。
結
局
、
娘
二
人
は
、

新
築
の
家
を
出
て
行
く
が
、
父
は
そ
の
場
所
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
家
族
を
住
ま
わ
せ
る
。
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こ
の
よ
う
に
新
築
の
家
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
家
族
に
よ
っ
て
「
フ
ル
」
に
な
っ
た
が
、
素
美
の
家
族
は
絆
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
崩
壊
し
た
家
族
は
『
家
族
シ
ネ
マ
』
で
再
び
映
画
を
撮
る
た
め
に

集
ま
っ
た
。
し
か
し
、
カ
メ
ラ
の
前
で
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
た
「
現
実
の
家
族
」

は
、
映
画
を
撮
る
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
そ
も
そ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
暴
き

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

柳
美
里
は
自
分
が
「
朝
鮮
人
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
作
品
の
中
に
「
在
日
に
か
か
わ

る
素
材
」
を
出
発
点
と
し
て
取
り
入
れ
た
。『
フ
ル
ハ
ウ
ス
』
と
『
家
族
シ
ネ
マ
』
に
提
起
さ
れ
て
い
る
問

題
は
「
在
日
」
を
超
え
、
あ
ら
ゆ
る
家
族
の
抱
え
て
い
る
普
遍
的
な
テ
ー
マ
に
到
達
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

李
良
枝
は
、
日
本
に
お
い
て
「
丸
正
事
件
」
の
無
実
を
訴
え
る
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
、
つ
ま
り
「
政
治

的
」
な
経
験
を
通
し
て
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
て
お
り
、
今
度
は
伽
倻
琴
と
い
う
「
文
化

的
」
な
も
の
を
追
求
す
る
た
め
、
母
国
の
韓
国
に
留
学
し
、
自
分
の
描
い
て
い
た
理
想
の
母
国
と
、
現
実
と

し
て
現
れ
た
母
国
に
お
け
る
生
活
と
の
乖
離
、「
在
日
韓
国
人
」
が
抱
え
て
い
る
言
葉
の
問
題
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
葛
藤
は
、
民
族
や
国
籍
を
問
わ
ず
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
抱
え
て
い
る
こ
と
だ
と
気
づ
い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
柳
美
里
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
家
族
の
中
で
描
い
て
い
た
の
だ
。 

 

第
十
章 

玄
月
『
蔭
の
棲
み
か
』
論 

―
「
蔭
」
の
意
味
を
め
ぐ
る
考
察
― 

第
十
章
で
は
、『
蔭
の
棲
み
か
』
を
通
し
て
磯
貝
治
良
が
『
〈
在
日
〉
文
学
の
変
容
と
継
承
』
（
新
幹
社
、

二
〇
一
五
・
二
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
様
相
を
か
え
た
〈
正
統
〉
の
〈
蘇
り
〉」
を
見
せ
て
い
る
玄

月
文
学
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
み
た
。 

物
語
は
、「
大
阪
市
東
部
の
下
町
」
に
ひ
っ
そ
り
と
存
在
す
る
集
落
が
舞
台
で
、
過
去
の
歴
史
を
体
現
す

る
語
り
手
の
「
在
日
朝
鮮
人
」
老
人
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
過
去
「
朝
鮮
人
」
が
集
ま
っ
て
住
ん
で
い
た
時

に
起
こ
っ
た
あ
る
事
件
を
軸
に
し
て
、
現
在
は
、
不
法
労
働
者
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
、
新
た
な
「
外
人
」
が

増
え
た
が
、
再
び
過
去
と
似
た
よ
う
な
事
件
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
り
、「
在
日
朝
鮮
人
」
集
落
は
新
た
な
変

化
を
見
せ
る
。 

玄
月
は
、
作
品
の
中
に
「
虚
構
の
集
落
」
を
設
定
し
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
「
朝
鮮
人
」
の
み
な
ら
ず
、

「
集
落
」
に
立
ち
入
る
日
本
人
や
他
の
外
国
人
も
ま
た
、
日
本
社
会
の
「
外
部
者
」
と
し
て
排
除
さ
れ
る
可

能
性
を
示
し
、「
小
説
で
は
『
在
日
』
の
問
題
を
描
く
場
合
で
も
、
そ
れ
を
通
し
て
よ
り
普
遍
的
な
人
間
像

に
追
っ
て
い
き
た
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。 

李
良
枝
は
、
留
学
先
の
韓
国
か
ら
日
本
に
戻
り
、
二
年
間
を
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
間
、
第
二
世
代
に
よ

っ
て
語
ら
れ
た
問
題
を
取
り
入
れ
た
作
品
を
書
き
な
が
ら
も
、
再
び
韓
国
に
戻
っ
て
新
し
い
状
況
の
中
か

ら
も
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
し
た
作
品
を
書
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
玄
月
の
場
合
は
、
自
分
が

生
ま
れ
育
っ
た
大
阪
の
生
野
区
を
舞
台
に
作
品
を
書
き
続
け
て
き
た
が
、
そ
の
舞
台
は
、
前
世
代
に
よ
っ
て

多
く
語
ら
れ
た
、
一
九
七
三
年
に
生
野
区
に
名
前
が
変
更
さ
れ
る
ま
で
は
「
猪
飼
野
」
と
呼
ば
れ
差
別
さ
れ

て
き
た
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
玄
月
は
、
前
世
代
か
ら
語
ら
れ
た
舞
台
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
で
は
な

く
、「
虚
構
の
空
間
」
を
作
り
上
げ
、
つ
ま
り
日
本
の
中
の
新
た
な
場
所
で
民
族
や
国
籍
を
問
わ
ず
今
日
を
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生
き
る
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
間
像
」
を
描
い
た
の
で
あ
る
。 

 

終
章 本

論
で
は
、「
在
日
」
社
会
の
中
に
お
け
る
多
様
な
生
き
方
の
中
で
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し

求
め
て
生
き
て
い
た
、
ま
た
生
き
て
い
る
「
在
日
」
作
家
と
呼
ぶ
べ
き
三
人
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
。
ま

ず
、
李
良
枝
は
、
日
本
で
「
政
治
的
」
な
経
験
を
通
し
て
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
し
求
め
て
い
た

が
、
や
が
て
韓
国
の
伝
統
文
化
に
魅
了
さ
れ
母
国
留
学
を
決
め
、
韓
国
で
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探

し
続
け
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
模
索
を
通
じ
て
「
在
日
朝
鮮
人
」
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
、
そ
の
形
が
特
殊

な
だ
け
で
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
も
考
え
る
べ
き
だ
と
私
た
ち
に
提
示
し
た
。
次
に

柳
美
里
は
、
主
に
家
族
に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
、
作
品
の
中
に
「
在
日
に
か
か
わ
る
素
材
」
を
出
発
点
と
し

て
取
り
入
れ
な
が
ら
、
作
品
の
中
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
「
在
日
」
を
超
え
、
あ
ら
ゆ
る
家
族
の
抱
え

て
い
る
普
遍
的
な
テ
ー
マ
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
玄
月
は
、
第
二
世
代
か
ら
多
く
語
ら
れ
た
大
阪

の
生
野
区
を
舞
台
に
今
日
を
生
き
る
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
を
描
い
て
新
し
い
「
在
日
」
社
会
の
一
面
を

私
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
た
。 

本
論
文
で
は
、
次
の
二
つ
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
に
、
従
来
の
研
究
は
、
李
良
枝
の
民

族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
論
じ
さ
れ
る
際
、
李
良
枝
の
日
本
に
お
け
る
「
政
治
的
」
な
経
験
を
通
し
て
探

し
求
め
て
い
た
観
点
か
ら
の
論
文
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
回
は
、
李
良
枝
自
身
が
、
「
丸
正
事

件
」
の
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
終
え
た
後
、
い
く
つ
か
の
雑
誌
や
新
聞
に
発
表
し
た
も
の
を
さ
ら
に
見
つ

け
、
そ
こ
か
ら
李
良
枝
は
、
日
本
で
「
政
治
的
」
な
も
の
に
関
わ
っ
た
ゆ
え
に
、
次
は
「
文
化
的
」
な
も
の

を
通
し
て
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
向
き
合
う
と
決
め
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
今

回
初
め
て
山
梨
県
立
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
未
発
表
小
説
『
へ
た
い
ら
』
と
『
か
ず
き
め
』
と
い
う
類

似
し
た
物
語
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
李
良
枝
は
、
第
二
世
代
「
在
日
朝
鮮
人
」
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
多
く
語

ら
れ
た
題
材
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
新
し
い
状
況
に
お
い
て
自
分
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探

し
求
め
た
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。 

 

今
後
の
課
題
と
し
て
、
遺
作
と
な
っ
た
『
石
の
聲
』
を
通
し
て
、
李
良
枝
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 


