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ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
の
受
容
史
の
た
め
に

ー
ー
朝
吹
三
吉
訳
『
泥
棒
日
記
」
と
三
人
の
守
護
聖
人
石
川
淳
、
三
島
、
安
五
口

写
村

{梁

一
九
一
O
年
生
ま
れ
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
に
と
っ
て
、
二

O

一
O
年
は
生
誕
百
年
に
あ
た
っ
た
。
常
に
な
ら
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
シ
ン
ポ

-23-

ジ
ウ
ム
が
聞
か
れ
、
関
連
書
籍
も
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
た
。
日
本
で
も
同
様
の
企
画
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ジ
ュ
ネ
の
再
考
と
し

て
、
あ
る
い
は
再
考
へ
の
契
機
と
し
て
、
多
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
見
わ
た
し
た
と
き
に
不
足
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
ジ
ユ
ネ
と
日
本
と
の
関
係
を
こ
こ
で
一
度
整
理
し
て
お
こ
う
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
ジ
ユ
ネ
を
ど
う
読
む
べ
き
か

と
い
う
問
題
が
関
心
の
中
心
と
な
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
ジ
ユ
ネ
が
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
、
と
く
に
日
本
で
ど
う
読
ま
れ
で
き
た
か
と

い
う
点
に
、
日
本
人
と
し
て
ジ
ユ
ネ
の
新
た
な
可
能
性
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
頓
着
で
い
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
ジ
ユ
ネ

の
作
品
で
初
め
て
『
泥
棒
日
記
』
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
の
が
一
九
五
三
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
あ
と
わ
ず
か
で
六
十
年
が
経
つ
。
生
誕
百
年

の
ジ
ュ
ネ
再
考
を
機
に
、
日
本
が
、
日
本
の
文
学
や
思
想
が
、
ジ
ユ
ネ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
き
た
の
か
を
顧
み
る
の
は
、
決
し
て
時

(234) 



期
尚
早
で
は
あ
る
ま
い
。
本
稿
は
ジ
ユ
ネ
受
容
史
の
構
築
に
先
鞭
を
つ
け
る
た
め
に
、
そ
の
察
明
期
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
邦
訳
『
泥
棒
日

記
』
を
め
ぐ
っ
て
、
覚
書
を
-
記
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(233) 

『
泥
棒
日
記
』
が
日
本
に
迎
え
ら
れ
る
顛
末
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訳
者
、
朝
吹
三
吉
に
よ
る
「
ジ
ユ
ネ
創
世
記
」
が
過
不
足
な
く
伝
え
て
、

小
文
な
が
ら
他
に
代
わ
る
も
の
の
な
い
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
泥
棒
日
記
』
を
訳
す
に
い
た
っ
た
経
緯
、
翻
訳
に
お
け
る
興
奮
と
難
渋

が
回
想
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
作
品
に
寄
せ
ら
れ
た
反
応
、
と
り
わ
け
三
人
の
作
家
、
石
川
淳
、
三
島
由
紀
夫
、
坂
口
安
吾
か
ら
の
好
評
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
作
家
た
ち
に
向
か
う
朝
吹
の
姿
勢
は
、
こ
れ
は
文
章
の
性
質
ゆ
え
で
あ
っ
て
朝
吹
の
迂
闘
で
あ
ろ

う
は
ず
は
な
い
が
、
彼
ら
の
慧
眼
へ
の
敬
服
と
感
謝
に
終
始
し
て
い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
大
小
説
家
が
ジ
ュ
ネ
に
刺
激
さ
れ
て
書
い

た
も
の
な
の
だ
か
ら
、

い
ま
少
し
距
離
を
お
き
、
よ
り
詳
細
に
読
ん
で
み
る
な
ら
ば
、
興
味
深
い
視
点
を
発
掘
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の

-24-

で
は
な
い
か
。
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
訳
者
朝
吹
三
吉
と
い
う
存
在
に
注
目
し
、
ジ
ュ
ネ
の
最
初
の
翻
訳

サ
ン
・
パ
ト
ロ
ン

3

者
が
朝
吹
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
朝
吹
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
日
本
に
お
け
る
ジ
ユ
ネ
の
三
人
の
「
守
護
聖
人
」
の

言
葉
に
、
彼
ら
の
文
学
と
ジ
ュ
ネ
の
文
学
と
の
響
き
あ
い
を
聴
き
と
っ
て
み
た
い
。

朝
吹
三
吉
、
リ
リ
ス
ム
に
溶
か
れ
て

ジ
ユ
ネ
の
日
本
に
お
け
る
受
容
は
、
幸
福
な
始
ま
り
を
見
た
。
最
初
の
邦
訳
者
と
し
て
、
才
気
と
感
性
に
あ
ふ
れ
る
朝
吹
三
吉
を
得
た
か
ら

で
あ
る
。
訳
さ
れ
た
の
は
、
『
花
の
ノ
i

ト
ル
ダ
ム
』
(
一
九
四
三
)
、
『
蓄
積
の
奇
蹟
』
(
一
九
四
六
)
、
『
葬
儀
』
(
一
九
四
七
)
、
『
ブ
レ
ス
ト

の
ク
レ
ル
』
(
一
九
四
七
)
に
続
く
、
ジ
ユ
ネ
の
五
作
自
に
し
て
最
後
の
小
説
、
『
泥
棒
日
記
』
守
尽
き-a
§
s
r
h
q
(一九
四
九
)
だ
っ
た
。

一
九
五

(
昭
和
二
十
六
)
年
九
月
、フ
ラ
ン
ス
当
地
の
文
学
界
の
動
向
に
敏
感
だ
っ
た
友
人
が
、
朝
吹
に
、
そ
の
二
年
前
に
ガ
リ
マ

l

ル



社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
泥
棒
日
記
』
を
絶
賛
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
貧
る
よ
う
に
そ
れ
を
読
み
、
み
ず
か
ら
翻
訳
す
る
こ
と

を
決
め
、
そ
の
作
業
に
明
け
暮
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
を
、
朝
吹
は
こ
う
回
想
し
て
い
る
。

私
も
す
っ
か
り
昂
奮
し
て
、
そ
の
場
で
ガ
リ
マ

I

ル
版
の
原
書
を
借
り
受
け
、
帰
宅
と
同
時
に
読
み
は
じ
め
た
が
、
そ
の
内
容
と
い
い
文

章
表
現
と
い
い
、
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
か
ら
一
年
半
、
原
書
が
手
垢
に
よ
ご
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
ま
で
、

私
は
文
字
通
り
「
寝
食
を
忘
れ
て
」
そ
の
訳
業
に
没
頭
し
た
。
学
校
へ
の
通
勤
の
途
中
も
、
書
斎
と
便
所
の
あ
い
だ
の
薄
暗
い
廊
下
の
往

復
に
も
、
私
は
『
泥
棒
日
記
』

の
最
初
の
一
行
か
ら
最
後
の
一
行
ま
で
絶
え
ず
訳
文
を
考
え
て
は
口
の
中
で
ぶ
つ
ぶ
つ
ぶ
つ
ぶ
つ
朗
唱
し

な
が
ら
歩
い
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

-25-

朝
吹
に
限
ら
ず
と
も
、
お
そ
ら
く
新
し
い
何
か
を
世
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
者
な
ら
誰
で
も
こ
の
よ
う
に
熱
に
浮
か
さ
れ
た
ふ
う
に
な
る

の
だ
ろ
う
し
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
熱
に
突
き
動
か
さ
れ
て
こ
そ
人
は
紹
介
と
い
う
難
業
に
乗
り
出
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
朝
吹
の
体
験
に
は
特
異
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
朝
吹
は

『
泥
棒
日
記
』
を
訳
す
自
分
を
と
ら
え
る
熱
の
淵
源
を
、
「
泥

棒
日
記
』
を
書
く
ジ
ユ
ネ
の
熱
に
求
め
る
の
だ
。

[
:
:
:
]
私
の
訳
文
は
い
さ
さ
か
美
文
調
に
流
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ジ
ュ
ネ
自
身
こ
の
書
物
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
「
わ
た
し
は
わ

ヒ
ロ
イ
ッ
ク
う
ち
リ
リ
ス
ム

た
し
の
過
去
の
生
活
を
英
雄
的
に
表
現
し
た
、
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
の
裡
に
、
そ
う
す
る
の
に
必
要
な
感
情
の
昂
揚
が
あ
っ
た
か
ら
だ
」

(232) 

と
言
っ
て
い
る
の
に
免
じ
て
許
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
こ
の
感
情
の
昂
揚
が
翻
訳
者
に
も
乗
り
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
[
八
一
己
。



な
る
ほ
ど
、
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
少
な
か
ら
ず
醒
め
た
目
は
必
要
な
は
ず
で
、
朝
吹
も
お
の
れ
の
入
れ
込
み
す
ぎ
を
認
め
な
い
で

(231) 

は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
恥
じ
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
分
を
冒
し
て
い
た
熱
は
い
や
お
う
な
く
ジ
ユ
ネ
か
ら
感
染
し
た
も
の
、

「
乗
り
移
っ
て
し
ま
っ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
ジ
ュ
ネ
の
熱
、
そ
の
リ
リ
ス
ム

q
E∞
目
。
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
知

る
た
め
に
、
朝
吹
が
免
罪
符
と
し
て
言
及
し
て
い
る

『
泥
棒
日
記
』
終
盤
の
一
節
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
よ
う
。

わ
た
し
は
わ
た
し
の
過
去
の
生
涯
を
、
別
の
口
調
で
、
異
な
っ
た
言
葉
で
、
述
べ
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
英
雄
的
に
表

リ
リ
ス
ム

5

現
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
の
裡
に
、
そ
う
す
る
の
に
必
要
な
も
の
、
す
な
わ
ち
感
情
の
昂
揚
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
ジ
ュ
ネ
に
あ
っ
て
リ
リ
ス
ム
と
は
、
言
葉
を
選
択
し
、
「
口
調

S
E

を
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
創
作
の
原
動
力
で
あ

-26-

り
、
そ
の
指
針
で
あ
る
。
た
だ
し
、
作
品
の
初
め
に
は
次
の
よ
う
な
読
者
へ
の
忠
告
が
あ
る
。

[
:
・
]
わ
た
し
は
こ
の
本
の
な
か
で
、
言
葉
を
、
出
来
事
な
り
そ
の
主
人
公
な
り
を
よ
り
よ
く
描
く
た
め
に
で
は
な
く
、
わ
た
し
が
ど
う
い

う
人
間
で
あ
る
か
を
、
読
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
用
い
る
つ
も
り
な
の
だ
。
わ
た
し
を
理
解
す
る
た
め
に
は
読
者
の
あ
る

リ
リ
ス
ム

種
の
共
犯
関
係
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
わ
た
し
が
感
情
の
昂
揚
に
よ
っ
て
足
を
踏
み
は
ず
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
直
ち

に
お
知
ら
せ
し
よ
う
。



創
作
の
一
貫
性
を
保
証
す
る
も
の
が
リ
リ
ス
ム
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
貫
性
を
危
う
く
す
る
の
も
ま
た
リ
リ
ス
ム
で
あ
る
。
そ

れ
は
規
範
で
あ
る
と
同
時
に
侵
犯
、
秩
序
で
あ
る
と
同
時
に
無
秩
序
で
あ
っ
て
、
作
品
の
調
子
吉
ロ
を
決
定
す
る
と
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
調

子
は
ず
れ
を
も
い
ざ
な
う
。
ジ
ユ
ネ
の
リ
リ
ス
ム
は
理
不
尽
で
、
そ
の
過
剰
を
制
御
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
朝
吹
が
リ
リ
ス
ム
の
訳
語

と
し
て
、
た
と
え
ば
「
詩
情
」
の
よ
う
な
座
り
の
よ
い
、
穏
当
な
言
葉
で
は
な
く
、
「
感
情
の
昂
揚
」
と
い
う
い
さ
さ
か
無
骨
な
表
現
を
あ
て

て
い
る
の
は
、
そ
の
リ
リ
ス
ム
の
粗
暴
な
内
実
を
十
分
に
汲
ん
で
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ジ
ユ
ネ
は
自
分
と
読
者
と
の
あ
い
だ
に
「
共
犯
関
係

8
B
1
E
尽
」
が
結
ば
れ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
共
犯
者
た
る
読
者
に
、
リ
リ
ス
ム

が
も
た
ら
す
「
踏
み
は
ず
し
」
、
調
子
は
ず
れ
へ
の
用
心
を
促
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
の
共
犯
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
読
者
は
、
作
品
の
調

子
と
そ
の
調
子
の
逸
脱
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ジ
ユ
ネ
の
膨
張
す
る
リ
リ
ス
ム
を
み
ず
か
ら
も
抱
え
込
む

い
う
こ
と
に
な
る
。

-27-

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
リ
リ
ス
ム
が
「
乗
り
移
っ
て
し
ま
っ
た
」
朝
吹
は
、
ジ
ユ
ネ
に
と
っ
て
理
想
の
共
犯
者
だ
っ
た
と

だ
が
、
朝
吹
が
そ
の
よ
う
な
共
犯
者
た
り
え
た
の
に
は
、
別
の
理
由
も
あ
る
よ
う
だ
。

朝
吹
三
吉
は
、

一
九
一
四

(
大
正
三
)
年
、
父
常
吉
、
母
磯
子
の
三
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
た
。
祖
父
は
福
津
諭
吉
の
書
生
を
経
て
実

業
の
世
界
で
活
躍
し
た
英
二
で
、
そ
の
長
男
で
あ
る
常
吉
の
名
付
け
親
は
福
津
で
あ
る
。
三
吉
は
慶
鷹
義
塾
幼
稚
舎
に
入
学
し
、
そ
の
後
、

普
通
部
を
経
て
大
学
予
科
ま
で
進
む
。
広
く
文
芸
を
愛
し
た
が
、
や
が
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ
の
志
向
が
定
ま
っ
て
、
大
学
予
科
一
年
を
終
え

る
一
九
三
三
(
昭
和
八
)
年
、
十
八
歳
の
と
き
に
渡
仏
す
る
。
パ
リ
の
高
等
中
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
教
養
を
現
地
の
高

校
生
な
み
に
教
え
込
ま
れ
、
さ
ら
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
に
進
ん
で
文
学
史
、
美
術
史
、
美
学
を
学
ぶ
。
し
か
し
、
日
に
日
に
世
界
情
勢
が
緊

迫
を
増
し
、
ま
た
自
身
が
健
康
を
害
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

一
九
三
九
(
昭
和
十
四
)
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
の
数
ヶ
月
前
に
、
学
業
(230) 



半
ば
に
し
て
帰
国
す
る
。
終
戦
翌
年
の
一
九
四
六
(
昭
和
二
十
一
)
年
に
大
学
予
科
の
再
発
足
に
と
も
な
っ
て
慶
慮
義
塾
の
フ
ラ
ン
ス
語
教

員
と
な
り
、

一
九
四
九
(
昭
和
二
十
四
)
年
に
新
制
大
学
法
学
部
の
専
任
に
就
く
。
助
教
授
、
教
授
と
し
て
教
育
に
従
事
し
ラ
ン
ボ
!
や
マ

ラ
ル
メ
を
研
究
す
る
か
た
わ
ら
、
ジ
ッ
ド
、
ヴ
ァ
レ
リ

l

、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
な
ど
の
翻
訳
に
勤
し
ん
だ
。
来
し
方
を
振
り
返
る
本
人
の
言

葉
を
引
い
て
お
こ
う
。

[
:
:
:
]
[
福
津
]
先
生
を
敬
慕
す
る
こ
と
の
篤
か
っ
た
父
は
、
実
学
を
説
か
れ
た
先
生
の
教
え
ど
お
り
実
業
に
従
事
し
た
が
、
私
は
文
学

の
放
縦
無
頼
な
ラ
ン
ボ
!
と
か
虚
の

な
ど
と
い
う
「
虚
誕
の
」
言
説
に
心
を
寄
せ
、
そ
の
う
え
『
酔
い
ど
れ
船
』
や
『
地
獄
の
一
季
節
』

詩
学
を
打
ち
建
て
た
マ
ラ
ル
メ
と
か
に
傾
倒
し
、
は
て
は
正
真
正
銘
の
泥
棒
で
男
娼
さ
え
し
た
ジ
ュ
ネ
の
作
品
を
翻
訳
す
る
な
ど
、
泉
下

の
先
生
の
慨
笑
を
か
う
に
ち
が
い
な
い
仕
儀
と
な
っ
た
。

ジ
ユ
ネ
の
リ
リ
ス
ム
に
感
応
す
る
朝
吹
の
感
受
性
が
、
天
性
の
領
分
は
お
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
六
年
半
の
滞
仏
経
験
に
よ
っ
て
培
わ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
の
本
格
の
勉
学
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
九
三

0
年
代
の
パ
リ
、
フ
ラ
ン
ス
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
空
気
を
生
身
に
吸
っ
た
と
い
う
こ
と
が
貴
重
で
あ
る
。

一
九
一
O
年
生
ま
れ
の
ジ
ュ
ネ
と
一
九
一
四
年
生
ま
れ
の
朝
吹
は
同

世
代
で
あ
り
、
「
そ
こ
[
リ
『
泥
棒
日
記
』
]で
語
ら
れ
る
ジ
ュ
ネ
の
青
春
時
代
が
ほ
ぼ
私
の
青
春
と
重
な
っ
て
い
た
[
八
四
]
」
と
、
朝
吹
も

強
調
し
て
い
る
。
こ
の
共
有
さ
れ
た
「
青
春
」
は
、
洋
の
東
西
で
別
れ
て
生
き
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
と
も
に
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生

き
ら
れ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
青
春
に
恵
ま
れ
た
日
本
人
が
そ
う
で
は
な
い
日
本
人
よ
り
、
あ
る
い
は
ど
こ
の
国
の
人
間
で
あ
れ
そ
の
青
春

と
は
無
縁
な
者
た
ち
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
の
世
界
に
敏
感
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
重
な
っ
て
い
た
」
ジ
ユ
ネ
の
青
春
と
朝
吹
の
青
春
は
異
質
で
あ
る
。

一
方
の
ジ
ュ
ネ
が
、
脱
走
兵
、
浮
浪
者
、

泥
棒
、
囚
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
他
方
の
朝
吹
は
、
異
国
に
い
て
当
然
味
わ
っ
た
だ
ろ
う
辛
苦
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
は
詳
ら

か
に
し
な
い
と
は
い
え
、
身
分
の
確
か
な
学
生
で
あ
り
、
正
規
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
旅
行
者
で
あ
り
、
帰
る
と
こ
ろ
の
あ
る
客
で
あ
る
。
あ

る
い
は
家
族
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
よ
い
。
ジ
ュ
ネ
が
家
族
か
ら
追
放
さ
れ
、
家
族
と
い
う
制
度
を
忌
避
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
朝
吹
は
毎
月
の
仕
送
り
と
い
う
か
た
ち
の
家
族
か
ら
の
愛
情
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
文
学
な
ど
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
自
分
は

「
父
の
眼
に
は
一
種
の
失
格
者
と
映
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
朝
吹
は
、
父
に
、
家
に
支
え
ら
れ
て
、
つ

ま
り
朝
吹
家
の
一
員
と
し
て
、
パ
リ
に
暮
ら
し
て
い
た
。
後
年
父
を
喪
っ
た
と
き
の
こ
と
を
、
朝
吹
は
こ
う
偲
ん
で
い
る
。

そ
し
て
父
が
四
十
年
に
わ
た
っ
て
住
み
、
か
つ
て
其
処
に
、

い
わ
ば
こ
の
世
の
楽
園
を
わ
れ
わ
れ
み
な
の
た
め
に
打
ち
建
て
て
く
れ
た
高

-29-

輪
の
土
地
か
ら
一
個
の
棺
と
な
っ
て
運
び
出
さ
れ
た
時
、
私
は
、
家
霊
が
こ
の
土
地
を
離
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
感
慨
に
捉
え
ら
れ
た
。
私

に
と
っ
て
、
否
、
わ
れ
わ
れ
家
族
全
員
の
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
終
罵
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
美
し
い
文
章
は
、
ジ
ユ
ネ
に
は
決
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
ま
い
。
家
族
を
知
ら
な
い
ジ
ユ
ネ
は
こ
の
よ
う
な
感
慨
を
知
ら
ず
、
そ
れ

が
ゆ
え
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
よ
う
な
感
慨
を
こ
の
よ
う
に
綴
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
者
を
憎
み
さ
え
す
る
だ
ろ
う
。
「
こ
の
世
の
楽

園
」
で
あ
っ
た
家
に
育
ち
、
父
と
い
う
「
家
霊
」
に
守
ら
れ
て
い
た
朝
吹
は
、
ジ
ュ
ネ
に
と
っ
て
敵
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ジ
ユ
ネ
の
文
学
に
お
い
て
、
敵
で
あ
る
こ
と
は
よ
い
読
者
、
理
想
の
共
犯
者
で
あ
る
こ
と
と
は
矛
盾
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ

の
必
須
条
件
で
さ
え
あ
る
。
こ
れ
は
よ
く
引
か
れ
る
逸
話
だ
が
、
処
女
小
説
『
花
の
ノ

l

ト
ル
ダ
ム
』
の
冒
頭
、
「
ヴ
ァ
イ
ド
マ
ン
は
あ
な
た

(228) 



が
た
の
前
に
姿
を
現
し
た
」
と
い
う
一
節
の
「
あ
な
た
が
た
」
を
「
わ
た
し
た
ち
」
に
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
案
さ
れ
た
ジ
ュ
ネ
は
、

(227) 

断
固
拒
否
し
て
「
あ
な
た
が
た
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。
「
自
分
が
話
し
か
け
る
あ
な
た
が
た
と
あ
な
た
が
た
に
話
か
け
る
自
分
と
の
違
い
を
鮮
明

に
す
る
」
た
め
だ
。
「
あ
な
た
が
た
」
は
ジ
ユ
ネ
に
と
っ
て
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
あ
な
た
が
た
」
に
語
り
か
け
る
こ
と
、

「
あ
な
た
が
た
」
を
攻
撃
し
、
魅
惑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
ユ
ネ
の
文
学
が
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
「
あ
な
が
た
が
た
」
は
敵
で
あ
る
と
同
時

に
か
け
が
え
の
な
い
共
犯
者
で
も
あ
る
。
ジ
ユ
ネ
の
二
分
法
に
従
え
ば
、
朝
吹
は
「
わ
た
し
た
ち
」
の
側
に
で
は
な
く
、
「
あ
な
た
が
た
」
の

側
に
い
て
、
す
な
わ
ち
敵
で
あ
り
、
そ
し
て
敵
で
あ
る
が
ゆ
え
に
共
犯
者
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

朝
吹
が
ジ
ュ
ネ
に
感
応
し
た
の
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
近
さ
と
遠
さ
の
逆
説
が
働
い
た
か
ら
で
あ
る
。
留
学
生
と
し
て
パ
リ
に
渡
っ
た
朝

吹
は
、
ジ
ユ
ネ
の
文
学
を
溺
養
す
る
時
空
間
に
接
近
し
え
た
特
殊
な
日
本
人
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ジ
ュ
ネ
を
囲
緯
し
、
ジ
ュ
ネ
を
排

斥
し
た
、

つ
ま
り
ジ
ユ
ネ
と
隔
絶
す
る
一
般
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
転
じ
て
、
そ
の
同
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化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ジ
ユ
ネ
と
の
径
庭
こ
そ
が
、
ジ
ユ
ネ
の
リ
リ
ス
ム
へ
の
感
染
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ユ
ネ
の
文
学
は
表
と
裏
、

聖
と
卑
、
愛
と
憎
、
共
犯
と
敵
の
め
く
る
め
く
反
転
に
満
ち
て
い
る
が
、

や
は
り
そ
の
反
転
の
力
動
に
よ
っ
て
日
本
に
お
け
る
ジ
ユ
ネ
の
受

容
も
始
ま
っ
た
の
だ
と
、

い
え
は
し
ま
い
か
。

朝
吹
に
と
っ
て
は
「
一
年
半
の
身
の
細
る
よ
う
な
陶
酔
[
八
三
]
」
で
あ
っ
た
翻
訳
作
業
を
経
て
、
『
泥
棒
日
記
』
は
一
九
五
三
(
昭
和

二
十
八
)
年
六
月
に
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
六
八
(
昭
和
四
十
三
)
年
に
は
新
潮
文
庫
に
入
り
、

一
九
九
O
(
平
成
二
)
年
に
朝

吹
自
身
に
よ
っ
て
全
面
的
に
訳
が
改
め
ら
れ
、
以
降
版
を
重
ね
て
い
る
。



2 

石
川
淳
、
面
倒
く
さ
が
り
の
紹
介
者

じ
つ
を
い
え
ば
、
ジ
ユ
ネ
の
名
前
を
日
本
で
最
初
に
公
の
文
章
に
記
し
た
の
は
、
朝
吹
で
は
な
い
。
そ
の
栄
誉
は
、
慶
慮
義
塾
の
フ
ラ
ン

ス
語
講
師
と
し
て
も
ジ
ッ
ド
の
訳
者
と
し
て
も
朝
吹
の
大
先
輩
に
あ
た
る
作
家
、
石
川
淳
の
も
の
で
あ
る
。

一
九
五

(
昭
和
二
十
六
)
年

十
二
月
と
翌
年
一
月
、
す
な
わ
ち
朝
吹
が
『
泥
棒
日
記
』

の
翻
訳
に
手
を
つ
け
て
数
ヶ
月
の
頃
、
雑
誌
『
文
学
界
』
に
発
表
し
た
二
つ
の
エ
ツ

セ
イ
の
な
か
で
、
石
川
は
原
書
で
読
ん
で
い
た
ジ
ュ
ネ
に
言
及
し
た
の
だ
っ
た
。

ま
ず
そ
の
う
ち
の
最
初
の
ほ
う
、
「
金
銭
談
」
の
結
び
で
、
ジ
ユ
ネ
の
名
が
『
泥
棒
日
記
』
と
い
う
作
品
名
と
と
も
に
本
邦
初
お
目
見
え
を

す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
幼
少
の
み
ぎ
り
か
ら
生
粋
の
浮
浪
児
で
あ
り
、
乞
食
で
あ
り
、
脱
走
者
で
あ
り
、
男
娼
で
あ
り
、
泥
棒
で
あ
っ
た
と
い
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ふ
め
ざ
ま
し
い
経
歴
を
も
っ
と
こ
ろ
の
一
箇
の
人
物
が
今
日
に
生
き
て
ゐ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
H
O
B
O
S
2

と
い
ふ
フ
ラ
ン
ス
の
作
者

だ
よ
。
ひ
と
さ
ま
ざ
ま
、

へ
ん
な
や
つ
が
生
き
て
ゐ
や
が
る
ね
。
こ
の
ひ
と
、
自
分
の
か
つ
て
の
生
活
に
つ
い
て
な
に
を
い
ふ
か
と
お
も

へ
ば
、
金
銭
な
ん
ぞ
の
こ
と
に
は
じ
つ
に
一
語
を
も
著
け
ず
、
ひ
た
す
ら
花
を
語
り
愛
を
語
っ
て
ゐ
る
よ
。
こ
の
作
者
の
生
活
記
録
「
泥

棒
日
記
」
と
い
ふ
奇
妙
な
文
章
に
つ
い
て
、
ま
た
来
月
競
に
気
が
む
い
た
ら
ば
な
に
か
書
く
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
来
月
披
と
い
へ

ば
新
年
競
、
す
な
は
ち
来
年
の
は
な
し
だ
か
ら
、
あ
ま
り
宛
に
し
な
い
で
待
っ
て
ゐ
て
く
だ
さ
い
。

「
へ
ん
な
や
つ
」
、
「
奇
妙
な
文
章
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
石
川
が
覚
え
て
い
る
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
愉
快
で
あ
る
。(226) 



や
や
唐
突
に
名
前
を
挙
げ
、
な
ん
と
も
ぞ
ん
ざ
い
に
放
り
出
し
て
は
い
る
が
、
「
金
銭
談
」
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
を
追
っ
て
み
れ
ば
、
こ

こ
で
ジ
ユ
ネ
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
納
得
が
い
く
。
江
戸
の
写
本
の
な
か
か
ら
「
世
間
ぱ
な
し
」
を
い
く
つ
か
抜
き
出
し
て
、
金
銭
に

関
し
て
あ
れ
こ
れ
考
え
る
と
い
う
の
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
眼
目
だ
。
た
と
え
ば
、
金
持
ち
が
舟
に
置
き
忘
れ
た
金
を
見
つ
け
た
船
頭
が
、
そ

れ
を
い
つ
か
返
そ
う
と
使
わ
な
い
ま
ま
で
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
知
っ
た
金
持
ち
が
感
激
し
て
礼
に
元
船
を
与
え
て
、
船
頭
は
そ
れ
で
財
を

成
し
た
、
と
い
う
話
が
紹
介
さ
れ
る
。
石
川
は
こ
れ
を
正
直
者
が
報
わ
れ
る
美
談
と
は
し
な
い
。

[
:
:
:
]
う
っ
か
り
す
る
と
、
貧
棒
人
は
た
れ
で
も
正
直
で
さ
へ
あ
れ
ば
必
然
に
資
本
家
に
な
れ
さ
う
な
錯
覚
が
ち
ら
ち
ら
す
る
ね
。
こ
い

つ
、
じ
つ
は
狐
狸
よ
り
も
罪
の
深
い
だ
ま
し
方
だ
よ
。
こ
の
と
き
正
直
と
は
な
に
か
。
他
人
の
所
有
権
を
隼
重
す
る
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と

ぢ
ゃ
な
い
か
。
な
に
も
所
有
し
な
い
正
直
者
は
、
他
人
の
所
有
権
を
持
備
と
い
っ
し
ょ
に
悌
壇
に
し
ま
っ
て
、
朝
晩
に
念
備
を
あ
げ
る
こ

と
に
な
る
。
う
め
え
仕
掛
だ
ね
。
こ
れ
が
資
本
主
義
遁
徳
の
基
本
的
構
成
だ
よ
。
お
か
げ
を
も
っ
て
、
す
で
に
自
分
の
所
有
権
を
確
保
し

て
ゐ
る
や
つ
は
枕
を
高
く
眠
れ
る
は
ず
さ
。
こ
の
現
賓
の
状
態
を
、
貧
棒
人
は
せ
め
て
夢
に
で
も
見
ろ
と
い
ふ
わ
け
だ
ら
う
[
二

O
八
ー

二
O
九
]
。

正
直
の
称
揚
は
資
本
家
が
既
得
権
を
固
守
す
る
た
め
の
つ
つ
め
え
仕
掛
」
で
あ
り
、
「
財
産
の
私
有
と
遁
徳
の
向
上
と
が
あ
た
か
も
一
致
す

る
か
の
や
う
な
人
生
観
[
二

O
九
]
」
は
詐
術
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
正
直
を
通
そ
う
が
千
載
一

遇
が
め
ぐ
っ
て
成
り
あ
が
れ
る
者
の
数
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
う
な
る
と
、

い
つ
ま
で
も
正
直
の
配
当
に
与
れ
な
い
貧
乏
人
は
正
直
を

捨
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
い
き
お
い
道
義
は
退
廃
に
向
か
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
資
本
主
義
の
欺
摘
と
の
対
決
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
ま
ん
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ざ
ら
わ
る
く
な
い
傾
向
[
二

O
九
]
」
な
の
だ
。
他
人
の
所
有
権
の
侵
害
が
、
つ
ま
り
は
泥
棒
が
、
擁
護
さ
れ
、
推
奨
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
い
く
ら
悪
徳
を
掘
っ
て
み
て
も
畢
寛
自
分
も
そ
の
徹
底
し
た
実
践
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
石
川
は
自
覚
的
で
あ
る
。
「
か
う

い
ふ
わ
た
し
に
し
て
も
、
不
都
合
な
こ
と
に
は
、
乞
食
だ
の
泥
棒
、
だ
の
の
生
活
に
つ
い
て
は
、

つ
い
か
け
ち
が
っ
て
鰭
験
も
無
し
交
渉
も
無

い
。
も
し
わ
た
し
が
な
に
か
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
ウ
ソ
ッ
パ
チ
に
き
ま
っ
て
ゐ
る
ね
[
一
二
九
]
。
」
と
こ
ろ
が
生
粋
の
泥
棒
と
し

て
語
る
者
も
い
る
の
だ
、
と
こ
こ
に
ジ
ュ
ネ
が
呼
び
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ジ
ユ
ネ
が
石
川
を
愉
快
に
さ
せ
る
の
は
、
し
か
し
、
必
ず
し
も
泥
棒
が
泥
棒
の
こ
と
を
語
る
か
ら
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
泥
棒
は
、
「
金

銭
な
ん
ぞ
の
こ
と
に
は
じ
つ
に
一
語
を
も
著
け
ず
、
ひ
た
す
ら
花
を
語
り
愛
を
語
っ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。
く
だ
く
だ
と
金
銭
の
こ
と
を
語

る
自
分
よ
り
も
ず
っ
と
切
実
に
金
銭
と
切
り
結
ん
で
き
た
は
ず
の
ジ
ユ
ネ
が
金
銭
に
つ
い
て
語
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
石
川
に
は
胸
が
す
く

よ
う
な
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
に
自
分
が
そ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
こ
と
を
最
後
に
相
対
化
す
る
ふ
る
ま
い
こ
そ
が
、
石
川

淳
の
面
目
躍
知
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

「
金
銭
談
」
の
翌
月
の
エ
ッ
セ
イ
「
模
倣
の
効
用
」
で
は
、
や
は
り
「
泥
棒
日
記
』
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
と
い
う
よ
り
も
そ
の
語

り
の
あ
り
方
が
、
石
川
の
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
「
泥
棒
日
記
」
に
つ
い
て
な
に
か
書
く
と
、
あ
ま
り
宛
に
な
ら
な
い
約
束
を
し
て
お
い
た

が
、
は
た
し
て
宛
に
な
ら
な
い
」
、
「
ど
う
も
書
く
の
が
め
ん
ど
く
さ
い
と
い
ふ
事
情
が
あ
る
」
と
始
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
ぞ
ん
ざ
い
ぶ
り

は
あ
い
か
わ
ら
ず
だ
。
「
め
ん
ど
く
さ
い
」
の
は
、
「
泥
棒
日
記
」
に
は
ま
だ
翻
訳
が
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
書
く
に
は
ま
ず
自
分
が
原

書
で
読
ん
で
い
る
そ
の
内
容
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
梗
概
を
作
る
と
い
う
「
み
み
っ
ち
い
賃
仕
事
は
わ
た
し
の
性
分

に
合
は
な
い
」
と
う
そ
ぶ
い
て
お
い
て
、
こ
こ
で
ぐ
っ
と
石
川
は

『
泥
棒
日
記
』
の
懐
に
踏
み
込
む
。
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い
い
あ
ん
ぱ
い
に
、
こ
の
泥
棒
先
生
の
生
活
記
録
は
梗
概
な
ん
ぞ
を
受
け
つ
け
る
よ
う
な
甘
っ
た
る
い
性
質
の
も
の
で
は
な
い

よ
。
こ
こ
に
は
生
活
が
あ
っ
て
、
は
な
し
の
筋
は
無
い
。

そ
れ
に
、

筋
が
あ
る
と
は
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
『
泥
棒
日

記
』
に
は
そ
の
筋
が
な
い
。

つ
ま
り
そ
の
語
り
の
あ
り
ょ
う
は
、
「
金
銭
談
」
で
紹
介
さ
れ
た
よ
う
な
「
は
な
し
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。

た
と
え
ば
件
の
船
頭
の
「
は
な
し
」
が
、
正
直
者
が
出
世
す
る
と
い
う
筋
に
よ
っ
て
貧
乏
人
に
資
本
主
義
の
美
徳
を
刷
り
込
む
手
段
だ
っ
た

と
す
れ
ば
、
『
泥
棒
日
記
」
は
そ
の
よ
う
に
何
か
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
。
そ
れ
は
「
記
録
」
で
あ
り
、
そ
し
て
ひ
た
す
ら
記
録
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
そ
こ
に
人
を
魅
惑
す
る
調
子
宮
口
、
ジ
ユ
ネ
に
と
っ
て
書
く
こ
と
と
は
そ
の
探
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
調
子
、
朝
吹
に
乗
り
移
っ
た

あ
の
リ
リ
ス
ム
の
謂
で
あ
る
調
子
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
、
だ
ろ
う
。

「
金
銭
談
」
の
結
び
で
触
れ
、
「
模
倣
の
効
用
」
の
冒
頭
で
触
れ
て
、
そ
の
あ
と
ま
た
最
後
に
ナ
チ
の
ド
イ
ツ
に
入
っ
た
ジ
ユ
ネ
の
こ
と
に

触
れ
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
正
面
切
っ
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
の
に
は
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
、
ぞ
ん
ざ
い
な
構
え
か
ら
ひ
や
り
と
す
る
一
閃

を
放
っ
て
、
石
川
淳
は
ジ
ュ
ネ
の
文
学
の
核
心
を
切
り
と
っ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
書
店
に
並
ぶ
こ
と
に
な
る
朝
吹
の
翻
訳
に
読
者

の
手
を
伸
ば
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
た
と
え
ば
無
理
を
押
し
て
梗
概
を
こ
し
ら
え
る
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

3 

三
島
由
紀
夫
、
殿
堂
と
仮
面
の
は
ざ
ま
に

つ
い
に
出
版
さ
れ
た
朝
吹
訳
『
泥
棒
日
記
』
の
受
容
を
促
進
す
る
に
あ
た
っ
て
の
最
大
の
功
労
者
は
、
し
か
し
な
が
ら
石
川
淳
で
は
な
く
、
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三
島
由
紀
夫
で
あ
る
。
新
潮
社
か
ら
ゲ
ラ
を
見
せ
ら
れ
た
三
島
は
、
刊
行
時
に
帯
に
推
薦
文
を
寄
せ
た
。
さ
ら
に
す
ぐ
に
毎
日
新
聞
に
短
い

紹
介
文
を
書
き
、
続
け
て
一
九
五
三
年
八
月
に
は
雑
誌
『
群
像
』
に
比
較
的
長
い
ジ
ュ
ネ
論
を
掲
載
す
る
。
「
仮
面
の
告
白
」
(
一
九
四
九
)
で

す
で
に
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
こ
の
あ
と
『
潮
騒
』
(
一
九
五
四
)
、
『
金
閣
寺
』
(
一
九
五
六
)
と
話
題
作
を
発
表
し
て
い
く
文
壇

凶
て
う
し
ん
る
こ
つ

η

の
寵
児
か
ら
こ
こ
ま
で
手
厚
く
「
一
流
の
小
説
」
の
「
彫
心
鎮
骨
の
訳
」
だ
と
認
め
て
も
ら
え
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
お
墨
付
き
は
あ
る
ま
い
。

紹
介
者
と
し
て
の
三
島
の
態
度
は
、
そ
の
短
い
帯
文
に
す
で
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

ジ
ユ
ネ
は
狼
雑
で
、
崇
高
で
、
下
劣
と
高
貴
に
満
ち
て
ゐ
る
。
二
十
世
紀
の
ヴ
イ
ヨ
ン
、
泥
棒
の
天
才
、
し
か
も
そ
の
詩
心
に
ひ
そ
む
永

だ
う
ま
う

遠
の
少
年
ら
し
さ
は
、
野
獣
の
棒
猛
な
顔
を
し
た
天
使
を
思
は
せ
る
。
朝
吹
三
吉
氏
の
鱗
訳
は
、
ジ
ユ
ネ
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
稀
有
な

思
想
の
脈
樽
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
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ジ
ユ
ネ
の
文
学
が
日
本
の
文
学
風
土
に
速
や
か
に
浸
透
す
る
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
に
、
「
猿
雑
」
が
「
崇
高
」
に
、
「
下
劣
」
が
「
高
貴
」

に
、
「
野
獣
」
が
「
天
使
」
に
変
じ
る
、
ジ
ュ
ネ
の
世
界
の
軸
と
な
る
反
転
原
理
を
多
様
な
観
点
か
ら
例
証
す
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
、

「
二
十
世
紀
の
ヴ
イ
ヨ
ン
」
と
い
う
表
現
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
ネ
を
フ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
史
の
な
か
に
位

置
づ
け
る
こ
と
。
こ
の
二
重
の
戦
略
が
い
っ
そ
う
展
開
さ
れ
て
い
く
の
が
、
『
群
像
』

の
ジ
ュ
ネ
論
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
」
で
あ
る
。

文
学
史
へ
の
配
慮
か
ら
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
、
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
」
に
お
け
る
三
島
は
、
ジ
ユ
ネ
を
礼
賛
す
る
に
あ
た
っ

て
フ
ラ
ン
ス
文
学
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
威
光
を
借
り
る
の
に
余
念
が
な
い
。
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の
伝
統
、

コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
ピ
カ
レ
ス
ク

ジ
ュ
ネ
は
ま
る
き
り
教
育
が
な
い
が
、
「
泥
捧
日
記
」
の
う
ち
に
、
不
可
思
議
な
照
応
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
西
欧
の
悪
漢
小
説

キ
リ
ス
ト

ロ
ー
レ
ン
ス
が
「
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
論
」
に
お
い
て
述
べ
て
ゐ
る
形
象
思
想
家
の
異
教
的
自
然
観
、
初
期
基
督
教
の
精
神
、
フ
ラ
(221) 

ン
ス
に
お
け
る
モ
ラ
リ
ス
ト
の
伝
統
、

カ
ミ
ュ
が
「
形
而
上
的
反
抗
」
の
な
か
で
列
挙
し
て
ゐ
る
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
反
抗
的
人
間
の
系
列
、

:
さ
ら
に
ま
た
、
パ
ス
カ
ル
の
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
影
を
読
む
の
で
あ
る

[
一
五
五
]
。

こ
こ
で
の
カ
ミ
ュ
、
パ
ス
カ
ル
、
ボ
ー
ド
レ

l

ル
以
外
に
も
、
作
家
た
ち
が
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
て
、
ジ
ユ
ネ
が
そ
の
何
を
受
け
継
ぎ
、

そ
し
て
何
を
乗
り
越
え
た
の
か
が
提
示
さ
れ
て
い
く
。
『
泥
棒
日
記
」
作
中
の
カ
デ
ィ
ス
の
岩
間
に
昇
る
太
陽
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
と

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
境
に
出
現
す
る
一
角
獣
の
描
写
は
「
プ
ル
ウ
ス
ト
と
対
蹴
的
な
自
然
描
写
、
二
十
世
紀
文
学
に
お
け
る
自
然
描
写
の
二
一

パ
シ
オ
ン

を
争
ふ
も
の
ご
六

O
]」
だ
し
、
あ
る
い
は
、
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ス
タ
ン
ダ

l

ル
が
大
い
に
鼓
舞
し
た
あ
の
能
動
的
な
情
熱
の
代
り
に
、
本
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来
の
、
受
動
的
性
格
を
帯
び
た
感
情
の
崇
高
き
で
あ
る
パ
ト
ス
が
、
ジ
ュ
ネ
の
作
品
に
蘇
っ
て
ゐ
る
[
一
六
二
」
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
立

派
な
「
伝
統
」
や
「
系
列
」
に
連
な
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
評
さ
れ
る
作
家
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
に
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
手
法
は
、
偉
大
な
先
人
た
ち
の
濃
厚
な
「
影
」
に
当
の
作
家
の
独
自
の
輝
き
が
呑
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念

を
抱
か
せ
は
し
な
い
か
。
ひ
と
り
の
作
家
な
り
ひ
と
つ
の
作
品
な
り
を
有
無
を
言
わ
せ
ず
文
学
史
に
奉
仕
さ
せ
て
し
ま
う
強
引
が
、
そ
こ
に

は
な
い
か
。
こ
と
に
日
本
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
ジ
ュ
ネ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を
一
気
に
文
学
の
殿
堂
に
杷
っ
て
し
ま
う
三
島
の
手
際

は
、
そ
れ
を
駆
る
情
熱
は
疑
う
べ
く
も
な
い
と
し
て
も
、
ど
こ
か
寒
々
と
し
た
酷
薄
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

ジ
ュ
ネ
を
語
る
三
島
の
替
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
反
転
の
美
学
へ
の
こ
だ
わ
り
に
も
表
れ
て
い
る
。
論
点
の
移
行
が
目
ま
ぐ
る
し

い
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
」
に
お
い
て
、
し
か
し
そ
の
そ
の
論
点
の
多
く
は
、
「
倫
理
的
惨
め
さ
の
復
権
[
一
六
三
]
」
は
も
と
よ
り
、
「
最
低
の



条
件
」
に
身
を
置
き
な
が
ら
到
達
す
る
「
最
高
の
表
現
[
一
五
四
]
」
に
し
て
も
、
「
裁
く
者
と
裁
か
れ
る
者
が
融
合
さ
れ
る
と
き
」
に
獲
得

さ
ん
ぜ
ん

さ
れ
る
聖
性
[
一
五
七
]
に
し
て
も
、
「
燦
然
た
る
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
崇
敬
と
「
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
無
力
」
へ
の
愛
=
六
二
]

に
し
て
も
、
反
転
あ
る
い
は
倒
錯
の
主
題
の
変
奏
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
三
島
が
こ
の
主
題
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
か
か
ず
ら
う
の
は
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
が
『
泥
棒
日
記
』
を
貫
い
て
い
る
と
見
て
と
っ
た
か
ら
だ
が
、
同
時
に
三
島
自
身
の
う
ち
に
反
転
へ
の
、
倒
錯
へ
の
衝
迫
が
生
々
し

か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
仮
面
の
告
白
』
に
、
語
り
手
「
私
」
が
五
歳
の
頃
に
若
い
汚
穣
屋
を
見
て
「
こ
の
世
に
ひ
り

つ
く
や
う
な
或
る
種
の
欲
望
が
あ
る
の
を
予
感
」
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
同
性
愛
の
目
覚
め
だ
け
で
説
明
が
つ
く
こ
と
で
は
な
い
。

ょ

[
:
:
:
]
彼
の
職
業
に
対
し
て
、
私
は
何
か
鋭
い
悲
哀
、
身
を
撚
る
よ
う
な
悲
哀
へ
の
憧
れ
の
や
う
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
き
は
め
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て
感
覚
的
な
意
味
で
の
「
悲
劇
的
な
も
の
」
を
、
私
は
彼
の
職
業
か
ら
感
じ
た
。
彼
の
職
業
か
ら
、
或
る
「
身
を
挺
し
て
ゐ
る
」
と
謂
つ

た
感
じ
、
或
る
投
げ
や
り
な
感
じ
、
或
る
危
険
に
対
す
る
親
近
の
感
じ
、
虚
無
と
活
力
と
の
め
ざ
ま
し
い
混
合
と
謂
っ
た
感
じ
、
さ
う
い

あ
ふ
初

ふ
も
の
が
溢
れ
出
て
五
歳
の
私
に
迫
り
私
を
と
り
こ
に
し
た
。

そ
の
三
島
は

『
泥
棒
日
記
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
く
。

あ
ら
ゆ
る
背
徳
に
ひ
そ
む
悲
痛
な
も
の
を
、
ジ
ユ
ネ
は
、
罪
と
呼
ば
ず
に
、
「
崇
高
さ
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
ジ
ユ
ネ
は
悲

痛
、
だ
。
[
:
:
:
]
後
年
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
に
染
ま
り
な
が
ら
、
泥
棒
の
卑
俗
な
歓
喜
の
只
中
に
す
ら
、
ジ
ュ
ネ
は
硬
い
精
錬
さ
れ
た
悲
哀
を
見(220) 

出
す
[
一
六
二
。



ジ
ユ
ネ
が
見
つ
め
る
「
硬
い
精
錬
さ
れ
た
悲
哀
」
は
、
五
歳
の
「
私
」
が
感
じ
て
い
た
「
鋭
い
悲
哀
」
に
呼
応
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
『
仮
面

(219) 

の
止
口p臼
」
の
刊
行
が
「
泥
棒
日
記
』
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
刊
行
と
同
じ
一
九
四
九
年
で
あ
る
の
は
偶
然
の
一
致
で
し
か
な
い
と
し
て
も
、
両
作

の
内
容
に
は
類
縁
が
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
類
縁
が
あ
る
と
三
島
は
考
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ジ
ユ
ネ
論
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て

三
島
は
、
そ
の
類
縁
を
固
く
結
び
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
泥
棒
日
記
』
を
文
学
史
に
接
続
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
と
も
に
、
ジ
ュ
ネ
の
文

学
を
み
ず
か
ら
の
文
学
に
接
続
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
、

つ
ま
り
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
う
す
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
の
文
学
を
西
欧
の
文
学
史

に
接
続
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
、
透
け
て
い
る
。

三
島
に
よ
る
ジ
ユ
ネ
論
は
と
き
に
物
足
り
な
い
と
一
蹴
さ
れ
る
。
「
三
島
が
ジ
ュ
ネ
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
今
日
読
め
ば
、
ジ
ユ
ネ
を

め
ぐ
る
紋
切
り
型
の
表
現
の
く
り
か
え
し
|
|
泥
棒
、
男
色
、
裏
切
り
の
三
位
一
体
|
|
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
確
認
で
色
」
る
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と
い
う
の
だ
。
そ
の
指
摘
を
支
持
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
、
こ
こ
で
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
三
島
の
見
解
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
た
う

え
で
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
紋
切
り
型
の
表
現
の
く
り
か
え
し
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
補
足
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
。
ジ
ユ

ネ
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
紋
切
り
型
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
三
島
の
ジ
ュ
ネ
論
は
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
紋

切
り
型
の
踏
襲
で
は
な
く
、
起
源
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
紋
切
り
型
と
な
っ
て
い
く
よ
う
な
、
堅
牢
に
き
ら
め
く
ジ
ユ
ネ
像
を
結
品
さ
せ
た
こ

と
が
ジ
ュ
ネ
の
日
本
で
の
受
容
に
お
け
る
三
島
の
功
績
な
の
だ
と
、
ひ
と
ま
ず
紋
切
り
型
と
い
う
も
の
の
否
定
的
な
面
に
は
目
を
つ
ぶ
る
な

ら
、
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
三
島
は
そ
の
ジ
ュ
ネ
の
原
像
を
、
文
学
史
と
い
う
型
と
自
身
の
文
学
と
い
う
型
を
巧
み
に
使
い
分
け
な
が
ら
造

形
し
た
の
だ
っ
た
。



4 

坂
口
安
吾
、
本
場
の
戦
い
の
調
子

圧
倒
的
な
災
厄
、
た
と
え
ば
人
も
家
も
木
っ
端
の
よ
う
に
さ
ら
う
大
津
波
や
街
を
焼
け
野
原
に
一
変
さ
せ
る
戦
火
を
、
ど
れ
だ
け
の
時
間

を
経
れ
ば
文
学
は
消
化
し
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
三
島
が
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
」
を
発
表
し
た
の
と
同
じ
一
九
五
三
年
八
月
、

雑
誌
『
新
潮
』
に
「
戦
の
文
学
」
と
題
し
た
文
芸
時
評
を
掲
載
し
た
坂
口
安
吾
に
と
っ
て
は
、
敗
戦
か
ら
八
年
も
あ
れ
ば
優
れ
た
戦
争
文
学

が
生
ま
れ
る
に
は
十
分
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
十
分
な
は
ず
な
の
に
そ
れ
が
生
ま
れ
て
い
な
い
、
と
安
吾
は
嘆
く
の
で
あ
る
。

戦
争
を
経
験
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
文
学
も
国
際
的
に
一
人
前
の
条
件
を
は
じ
め
て
得
た
よ
う
に
私
は
思
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
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れ
ほ
ど
戦
争
は
強
烈
だ
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
、
こ
の
戦
争
を
境
に
し
て
、
日
本
の
目
も
、
日
本
の
考
え
方
も
、
多
少
別
な
も
の
に
、
少

く
と
も
甘
く
な
い
も
の
に
変
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
戦
争
を
ど
こ
吹
く
風
の
文
学
の
神
様
な
ぞ
が
、
そ
の
神
格
や
、
実
際
の
支

配
力
な
ぞ
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
国
際
的
に
同
一
の
条
件
を
与
え
ら
れ
た
日
本
の
文
学
が
、
本
当
に
戦
争
を
描
い
た
小
説
を
生
み
だ
し
た
か
と
い
う

段
に
な
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

自
我
の
経
験
だ
け
か
ら
切
り
離
し
て
、
戦
争
を
描
き
上
げ
よ
う
と
し
た
労
力
も
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
し
、
自
我
の
経
験
と
し
て
の
戦
争

を
取
り
扱
っ
た
文
学
の
多
く
は
、
ま
る
で
自
分
が
戦
争
と
兵
隊
の
傍
観
者
で
あ
っ
た
よ
う
な
小
説
ば
か
り
で
あ
る
。

戦
争
文
学
の
欠
落
が
日
本
文
学
の
貧
弱
を
証
左
し
て
い
る
よ
う
で
、
安
吾
に
は
歯
が
ゆ
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
日
本
の

(218) 



外
に
は
「
本
当
に
戦
争
を
描
い
た
小
説
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
そ
の
例
が
ひ
と
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し

(217) 

奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
れ
が
戦
争
を
直
接
的
に
は
描
い
て
い
な
い
作
品
、
ジ
ユ
ネ
の
『
泥
棒
日
記
』
な
の
だ
。
「
戦
の
文
学
」
の
半
ば
以
上
が

「
泥
棒
日
記
」
を
論
じ
る
の
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
泥
棒
日
記
』
の
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
た
し
か
に
日
本
が
狭
義
の
戦
後
を
ま

だ
脱
け
て
い
な
い
時
期
だ
し
、
そ
も
そ
も
そ
の
原
作
は
フ
ラ
ン
ス
の
戦
後
ま
っ
た
だ
な
か
に
書
か
れ
、
出
版
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
三
島
の
よ

う
に
悠
遠
な
文
学
史
に
お
け
る
価
値
で
は
な
く
、
戦
後
と
い
う
限
ら
れ
た
時
代
に
お
け
る
価
値
に
基
づ
い
て
、
安
吾
は
ジ
ユ
ネ
を
買
う
。

安
吾
に
と
っ
て

「
泥
棒
日
記
』
は
「
よ
く
戦
わ
れ
た
小
説
[
二
五
]
」
で
あ
る
。
「
よ
く
戦
わ
れ
た
小
説
」
と
は
、
「
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
兵

隊
と
い
う
ヤ
ク
ザ
稼
業
に
身
を
持
ち
く
ず
し
、
応
分
に
戦
い
、
応
分
に
悩
み
、
応
分
に
裏
切
っ
て
い
る
よ
う
な
、
兵
隊
彼
自
身
の
突
き
つ
め

た
戦
記
[
二
四
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
兵
隊
」
を
「
泥
棒
」
に
換
え
れ
ば

『
泥
棒
日
記
』
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
戦
記
」
だ
と
い
う

-40-

こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ほ
ど
に
よ
く
戦
っ
て
い
る
小
説
は
、
読
む
者
が
生
と
い
う
戦
い
に
臨
む
士
気
を
鼓
吹
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
『
泥
棒
日

記
」
に
よ
っ
て
安
吾
は
「
ま
さ
し
く
生
き
ぬ
く
力
を
与
え
ら
れ
」
、
「
も
し
も
生
き
る
の
に
切
な
す
ぎ
る
よ
う
な
時
に
は
、
こ
の
本
を
と
り
だ

し
て
読
む
こ
と
に
し
よ
う
と
考
え
た

[
二
七
]
」
の
だ
っ
た
。
戦
争
で
あ
れ
犯
罪
で
あ
れ
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
持
続
的
な
倫
理
的
戦
い
と
な
し

う
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
人
間
に
と
っ
て
す
で
に
勝
利
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
と
き
に
し
か
、
勝
利
は
訪
れ
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ユ
ネ
が

安
吾
に
も
た
ら
し
た
こ
の
よ
う
な
見
識
は
、
安
吾
自
身
が
一
九
四
六
(
昭
和
二
十
一
)
年
四
月
に
発
表
し
た
『
堕
落
論
』

で
す
で
に
披
涯
し

て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

人
間
は
堕
落
す
る
。
義
士
も
聖
女
も
堕
落
す
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
人
を
救
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
間
は
生
き
、
人
間
は
堕
ち
る
。
そ
の
こ
と
以
外
の
中
に
人
間
を
救
ふ
便
利
な
近
道
は
な
川
。



つ
ヱ
ハ
]
」
と
し
て
安
吾
に
啓

示
し
た
の
で
あ
る
。
「
堕
ち
る
道
を
堕
ち
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
発
見
し
、
救
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
敗
戦
後
ま
も
な
い
日

『
堕
落
論
』
が
説
い
て
い
た
堕
落
に
よ
る
救
済
を
、
『
泥
棒
日
記
』
は
あ
ら
た
め
て
「
生
き
ぬ
く
こ
と
の
救
い

本
を
叱
略
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
年
を
経
て
も
そ
の
堕
ち
き
り
生
き
ぬ
い
た
記
録
を
日
本
文
学
に
見
い
だ
せ
な
い
安
吾
に
、
思
い
が
け

ず
フ
ラ
ン
ス
の
泥
棒
か
ら
『
堕
落
論
』

の
み
ご
と
な
実
践
報
告
が
届
け
ら
れ
た
の
だ
。

安
吾
が
『
泥
棒
日
記
』
に
代
表
さ
せ
た
必
死
に
戦
う
「
戦
記
」
は
、
石
川
淳
が
「
泥
棒
日
記
』
に
喝
破
し
た
甘
っ
た
る
い
と
こ
ろ
の
微
塵

も
な
い
「
生
活
記
録
」
と
一
脈
通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
石
川
の
い
う
「
生
活
記
録
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
安
吾
に
よ
る
「
戦

記
」
を
規
定
す
る
の
は
、
そ
の
主
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
表
現
で
あ
る
。
倫
理
的
戦
い
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
り
、
真
髄
で
さ
え
あ
る
の
だ
。
「
泥
棒
日
記
』
の
次
の
一
節
を
、
安
吾
は
「
す
ば
ら
し
い
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確
信
[
二
六
]
」
だ
と
し
て
引
用
す
る
。

エ
ク
リ
チ
ュ

1

ル

わ
た
し
は
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
が
捜
し
求
め
て
い
た
も
の
を
獲
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
教
訓
と
な
り
つ
つ
、
わ
た
し
を
導
い
て

ア
ネ
ヲ
ド

l

ト

く
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
、
わ
た
し
が
体
験
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
わ
た
し
が
そ
れ
を
物
語
る
調
子
な
の
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
挿
話
的
事
件

で
は
な
く
て
、
芸
術
作
品
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
『
泥
棒
日
記
』
は
「
物
狂
わ
し
い
ま
で
静
寂
な
芸
術
作
品
[
二
六
]
」
な
の
だ
、
と
安
吾
は
断
言
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ジ
ュ
ネ(216) 

の
い
う
「
物
語
る
調
子
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
。
た
と
え
ば
ジ
ユ
ネ
が
語
る
愛
は
「
徹
底
的
に
性
器
へ
の
愛
情
、



ま
た
悪
へ
の
愛
情
で
あ
っ
た
」
が
、
「
そ
の
泥
ま
み
れ
の
愛
が
聖
な
る
愛
へ
と
変
形
す
る
た
め
に
、
彼
は
そ
れ
を
独
特
の
調
子
で
表
現
す
る

[
二
七
]
」
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
調
子
宮
口
に
か
か
っ
て
い
る
。
『
泥
棒
日
記
』
が
そ
の
倫
理
的
戦
い
に
よ
っ
て
読
む
者
に
生
き
ぬ
く
力
を
与
(215) 

え
て
く
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
品
、
そ
の
戦
い
に
は
普
遍
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
普
遍
性
は
、
表
現
の
独
自
性
を
通

じ
て
の
み
顕
現
し
う
る
も
の
だ
。
あ
る
い
は
特
異
な
内
容
が
特
異
な
形
式
を
経
る
と
こ
ろ
に
普
遍
が
生
成
す
る
の
だ
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
「
自
分
だ
け
の
独
特
の
言
葉
と
調
子
で
語
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
と
い
う
見
事
な
成
果
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
[
二
九
]
。
」

安
吾
は
単
に
『
泥
棒
日
記
』

の
倫
理
的
冒
険
に
共
感
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
在
来
の
安
易
な
方
法
[
二
八
]
」
に
よ
ら
な
い
そ
の
文
学
的

冒
険
に
震
撤
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
泥
棒
日
記
』
に
「
し
み
じ
み
本
場
の
文
学
を
感
じ
た
[
二
九
]
」
と
い
う
安
吾
の
感
慨
に
込
め
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
文
学
を
読
み
え
た
無
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量
の
喜
び
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
文
学
と
な
り
え
て
い
な
い
日
本
文
学
で
あ
る
こ
と
へ
の
深
い
恥
辱
と
、
そ
の
恥
辱
を
ば
ね
に
し

ょ
う
と
す
る
し
な
や
か
な
気
骨
と
に
、
あ
ら
た
め
て
思
い
い
た
る
べ
き
だ
ろ
う
。
日
本
ば
か
り
を
詰
っ
て
自
分
は
棚
上
げ
に
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
み
ず
か
ら
の
、
「
戦
争
に
め
ぐ
り
あ
い
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
ロ
ク
な
戦
争
小
説
一
ツ
書
い
て
い
な
い
と
い
う
ダ
ラ
シ
な
さ
[
一
二
二

ー
二
四
]
」
を
安
吾
は
お
お
い
に
恥
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

『
泥
棒
日
記
』
の
よ
う
な
も
の
は
「
書
く
気
持
が
な
い
」
し
、
「
も
ち
ろ

ん
、
書
け
も
し
な
い

[
二
八
]
」
が
、
自
分
な
り
の
調
子
を
も
の
に
し
た
い
と
い
う
願
い
は
一
途
で
あ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
「
戦
の
文
学
」

か
ら
わ
ず
か
一
年
半
余
り
の
ち
の
一
九
五
五

(
昭
和
三
十
)
年
に
安
吾
は
急
逝
す
る
。
願
い
は
か
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ユ
ネ
と
も
誰
と

も
ち
が
う
自
分
の
調
子
を
、
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

石
川
淳
の
評
は
あ
ま
り
に
も
短
い
し
、
坂
口
安
吾
の
そ
れ
も
決
し
て
長
い
も
の
で
は
な
く
、

い
ず
れ
も
腰
を
据
え
た
ジ
ユ
ネ
論
と
は
い
え



な
い
。
三
島
由
紀
夫
の
場
合
は
そ
れ
な
り
の
量
を
備
え
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
論
点
が
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
奥
行
き
が

あ
る
。
前
者
の
分
析
が
手
詰
ま
り
を
避
け
ら
れ
ず
、
後
者
の
検
証
に
は
い
っ
そ
う
の
手
聞
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
本
稿
が
覚
書

に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
そ
の
手
詰
ま
り
を
突
破
す
る
こ
と
、
そ
の
か
け
る
べ
き
手
間
を
か
け
る
こ
と
は
今
後
に
期
す

ほ
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
者
と
も
に
、

い
や
忘
れ
て
な
ら
な
い
朝
吹
三
吉
も
く
わ
え
れ
ば
、
そ
の
四
人
の
い
ず
れ
も
が
、
ジ
ュ
ネ
に

刺
激
さ
れ
興
奮
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
だ
。
『
泥
棒
日
記
』

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
次
々
と
翻
訳
さ
れ
る
ほ
か
の
作
品
に
よ
っ

て
、
こ
の
あ
と
も
ジ
ュ
ネ
は
日
本
の
文
学
に
大
小
の
波
を
立
て
て
い
く
。
ジ
ユ
ネ
は
読
む
者
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
。
厳
し
い
問
い
を
突

き
つ
け
る
。
泰
然
と
し
て
ジ
ュ
ネ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
ジ
ュ
ネ
の
受
容
史
は
、
挑
発
へ
の
応
答
の
歴
史
と
な
る

だ
ろ
、
っ
。

註2 

フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
次
の
著
作
を
挙
げ
て
お
く
。
〉
官
宮
司
S
E
a
-
-
o
h。
邑
g
-
2
U
。
S
E
E
S
内
包
巳

(
庄
司-y
b
b
a
c
sミミ
き
お

r
n
R
ミ
~
』
ミ
。
号
待
古
え
町
内
唱
え
m
M『
之
江
及
川
~
N
R色
町
』
。
ロBm
日
仏
ロ
〈
。-
2
円
ミ
ロ
ロ
g

司
丘
町
内
5
5

ロ
円
。
ロ
〆H
J
H
E甘
m
w
t
o
E
号

て
d
E
〈
日
間
昨
臥
(
目
。
∞
包
ロ
門

l
肘
E
Oロ
ロ

P
N
O
H
O
-

朝
吹
三
吉
「
ジ
ュ
ネ
創
世
記
」
、
『
ユ
リ
イ
カ
』
、
特
集
「
ジ
ヤ
ン
ジ
ユ
ネ
神
な
き
蓄
穣
の
神
学
」
、
一
九
七
六
年
二
月
号
、
八
一
了
八
五
頁
。

同
書
、
八
五
頁
。

同
書
、
八
二
頁
。
こ
れ
以
降
、
こ
こ
か
ら
の
本
節
で
の
引
用
、
参
照
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
[
]
内
に
頁
数
の
み
を
記
す
。

ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
『
泥
棒
日
記
』
朝
吹
三
吉
訳
、
新
潮
文
庫
、
一
九
九
O
年
、
四
二
丁
四
二
ニ
頁
。

同
書
、
二
ハ
頁
。

3 4 5 6 
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朝
吹
三
吉
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
以
下
の
本
人
に
よ
る
略
歴
に
よ
っ
た
。
「
私
の
略
歴
」
、
『
教
養
論
叢
』
(
慶
麿
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
)
、

第
五
十
二
号
、
一
九
七
九
年
。

朝
吹
三
吉
「
三
田
の
六
十
年
」
(
一
九
七
九
)
、
『
文
集
』
、
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
、
九
五
頁
。
傍
点
は
朝
吹
。

同
「
父
」
(
一
九
六
九
)
、
『
文
集
』
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

同
書
、
四
三
頁
。

ジ
ユ
ネ
「
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ポ
ワ
ロ
ニ
ア
ル
ペ
シ
ュ
と
の
対
話
」
(
一
九
八
二
)
、
『
公
然
た
る
敵
』
鵜
飼
哲
・
梅
木
達
郎
・
根
岸
徹
郎
・
卑
村
傑

訳
、
月
曜
社
、
三
五
六
頁
。

石
川
淳
「
金
銭
談
」
(
一
九
五
一
)
、
『
石
川
淳
全
集
』
第
十
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九O
年
、
二
一
九
頁
。
こ
れ
以
降
、
こ
こ
か
ら
の
本
節

で
の
引
用
、
参
照
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
[
]
内
に
頁
数
の
み
を
記
す
。

同
「
模
倣
の
効
用
」
(
一
九
五
二
)
、
『
石
川
淳
全
集
』
第
十
三
巻
、
前
掲
書
、
二
二O
頁
。

同
書
、
二
二
O
頁
。

同
書
、
二
三
二
ー
二
三
三
頁
を
参
照
。

三
島
由
紀
夫
「
「
泥
棒
日
記
」
|
|
ジ
ユ
ネ
作
」
(
一
九
五
三
)
、
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
十
八
巻
、
新
潮
社
、
二
O
O
三
年
、

一
四
六
頁
。

同
「
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
」
(
一
九
五
三
)
、
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
十
八
巻
、
前
掲
書
、
一
五
四
頁
。
こ
れ
以
降
、
こ
こ
か
ら
の

本
節
で
の
引
用
、
参
照
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
[
]
内
に
頁
数
の
み
を
記
す
。

向
「
無
題
(
ジ
ヤ
ン
・
ジ
ュ
ネ
著
朝
吹
三
吉
訳
「
泥
棒
日
記
」
推
薦
文
)
」
(
一
九
五
三
)
、
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
十
八
巻
、

前
掲
書
、
八
九
頁
。

同
『
仮
面
の
告
白
』
(
一
九
四
九
)
、
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
一
巻
、
新
潮
社
、
二
0
0
0

年
、
一
人
O
頁
。

同
書
、
一
八
一
頁
。

梅
木
達
郎
「
二
つ
の
手
袋
ジ
ャ
ン
・
ジ
ユ
ネ
と
三
島
由
紀
夫
」
、
『
ユ
リ
イ
カ
』
、
特
集
「
三
島
由
紀
夫
」
、
二

0
0
0

年
十
一
月
号
、
二
O
七
頁
。

坂
口
安
吾
「
戦
の
文
学
」
(
一
九
五
三
)
、
『
坂
口
安
吾
全
集
』
第
十
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
二
四
頁
。
こ
れ
以
降
、
こ
こ
か
ら
の

本
節
で
の
引
用
、
参
照
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
[
]
内
に
頁
数
の
み
を
記
す
。

-44- (213) 
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同
「
堕
落
論
」
(
一
九
四
六
)
、
『
坂
口
安
吾
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、

同
書
、
六
O
頁
。

ジ
ュ
ネ
『
泥
棒
日
記
』
、
前
掲
書
、
三
一
一
頁
。

一
九
九
八
年
、
五
九
頁
。
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