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本
書
は
︑
チ
ン
ド
ン
屋
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
︑
お
そ
ら
く
世
界
初
の

学
術
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
︒
音
を
用
い
た
街
頭
で
の
宣
伝
で
あ
る
チ
ン
ド

ン
屋
は
︑
音
を
用
い
た
宣
伝
と
い
う
点
で
は
潜
在
的
に
は
中
世
ま
で
遡
り
う

る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
本
格
的
な
形
成
は
︑
明
治
維
新
を
は
さ
ん
だ
時
期

に
な
さ
れ
た
︒
幕
末
︑
十
九
世
紀
の
半
ば
に
依
頼
主
か
ら
請
け
負
っ
て
宣
伝

を
代
行
す
る
広
告
業
が
成
立
し
︑
十
九
世
紀
末
以
降
︑
軍
楽
隊
に
由
来
す
る

西
洋
式
の
吹
奏
楽
器
や
太
鼓
を
と
り
い
れ
た
楽
隊
広
告
と
な
り
︑
一
九
三
〇

年
代
に
は
現
在
の
形
態
に
直
接
連
続
す
る
き
わ
め
て
独
特
な
和
洋
折
衷
の
ス

タ
イ
ル
が
確
立
す
る
︒
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
中
断
を
は
さ
ん
で
︑

一
九
五
〇
年
代
に
隆
盛
す
る
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
急
速
に
衰
退
し
︑

一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
新
た
な
文
脈
で
復
興
し
て
い
る
︒
本
書
は
︑﹁
現
代
日

本
に
お
け
る
音
の
空
間
と
社
会
的
つ
な
が
り
﹂
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
︑

上
述
の
歴
史
的
経
緯
を
十
分
に
参
照
し
な
が
ら
も
︑
復
興
期
で
あ
る
現
代
に

お
い
て
︑
一
見
時
代
遅
れ
の
よ
う
に
も
見
え
る
こ
の
実
践
が
︑
実
践
者
た
ち

の
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
識
お
よ
び
想
像
力
に
よ
っ
て
担
わ
れ
︑
ま
た
現
代

の
社
会
的
な
状
況
の
中
で
文
化
的
・
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
聞
か
れ
う
る

か
に
つ
い
て
主
題
的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
チ
ン
ド
ン
屋

は
︑
近
代
と
伝
統
︑
芸
術
と
商
業
︑
音
楽
と
（
騒
）
音
︑
日
常
と
非
日
常
と

い
う
複
数
の
対
の
間
に
あ
る
両
義
的
な
実
践
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
︒
こ
の

点
に
お
い
て
︑
近
年
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
音
楽
受

容
史
研
究
の
枠
組
み
を
超
え
て
︑﹁
音
﹂
と
﹁
音
楽
﹂
の
区
分
に
関
す
る
感
覚

の
歴
史
的
編
制
や
︑﹁
音
の
商
売
﹂
で
あ
る
チ
ン
ド
ン
屋
を
通
じ
た
近
代
日
本

の
資
本
主
義
の
展
開
と
公
共
空
間
の
変
容
︑
そ
れ
に
対
す
る
政
治
的
介
入
の

試
み
と
い
っ
た
︑
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
問
題
提
起
と
省
察
を
行
う
こ
と
に
成

書 
評阿

部
万
里
江

﹃ 

チ
ン
ド
ン
屋
の
響
き 

︱
︱
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お
け
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音
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空
間
と
社
会
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つ
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が
り
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功
し
て
い
る
︒
本
書
の
主
要
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
大
阪
の
﹁
ち
ん
ど
ん

通
信
社
﹂
で
あ
る
が
︑
同
社
は
︑
大
学
在
籍
時
に
﹁
ル
ー
ツ
﹂
音
楽
へ
の
興

味
か
ら
チ
ン
ド
ン
屋
を
発
見
し
弟
子
入
り
し
た
林
幸
治
郎
と
い
う
稀
有
な
人

物
と
︑
そ
の
大
学
時
代
か
ら
の
仲
間
た
ち
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
年
代
に
設
立

さ
れ
︑
現
在
で
は
全
国
最
大
級
の
規
模
と
質
を
も
つ
団
体
に
成
長
し
て
い
る
︒

衰
退
の
後
の
自
覚
的
な
復
興
運
動
の
な
か
で
現
れ
た
チ
ン
ド
ン
屋
集
団
に
焦

点
を
当
て
る
こ
と
は
︑
こ
れ
を
歴
史
的
対
象
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
現
代
日

本
に
お
け
る
批
判
的
・
反
省
的
な
実
践
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
決
定

的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

　
著
者
の
阿
部
万
里
江
は
︑
日
本
で
生
ま
れ
︑
中
等
教
育
以
降
を
英
語
圏
で

受
け
︑
現
在
は
ア
メ
リ
カ
で
活
動
す
る
民
族
音
楽
学
者
で
あ
る
︒
本
書
は
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
に
基
づ
い
て

い
る
が
︑
東
日
本
大
震
災
以
後
の
経
験
に
即
し
て
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
︒

彼
女
自
身
︑
優
れ
た
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
奏
者
だ
が
（
表
紙
の
魅
力
的
な
イ
ラ
ス

ト
で
︑
隊
列
の
後
方
に
描
か
れ
る
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
奏
者
は
彼
女
自
身
を
モ
デ
ル
に

し
て
い
る
）︑
民
族
音
楽
学
（
音
楽
人
類
学
）
の
伝
統
に
反
し
て
チ
ン
ド
ン
屋

の
日
常
の
実
践
に
演
者
と
し
て
参
加
し
て
調
査
す
る
こ
と
は
あ
え
て
せ
ず

（
他
の
演
者
の
経
済
的
な
利
益
を
奪
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
倫
理
的
判
断
に
基
づ

く
）︑
し
か
し
な
が
ら
チ
ン
ド
ン
屋
か
ら
派
生
し
た
様
々
な
音
楽
実
践
に
は
積

極
的
に
関
わ
る
こ
と
で
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
︑
調
査
者
と
し
て
の
み

な
ら
ず
同
業
の
音
楽
家
と
し
て
の
信
頼
を
得
て
い
る
︒
伝
統
的
な
参
与
観
察

の
代
わ
り
に
︑
狭
義
の
音
楽
研
究
に
留
ま
ら
な
い
広
範
な
音
文
化
の
研
究
を

志
向
す
る
新
た
な
研
究
潮
流
で
あ
る
サ
ウ
ン
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
知
見
や
︑

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
由
来
す
る
批
判
的
な
人
文
地
理
学
に
お
け
る
空
間
概
念
を

駆
使
し
て
︑
学
際
的
で
あ
り
な
が
ら
一
貫
し
た
問
題
意
識
に
貫
か
れ
た
研
究

手
法
も
非
常
に
興
味
深
い
︒

　
本
書
の
構
成
は
︑
プ
ロ
ロ
ー
グ
︑
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
︑
五
章
の
本
論
︑

エ
ピ
ロ
ー
グ
か
ら
な
る
︒
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は
︑
本
書
全
体
に
関
わ
る
主
題
が
︑

読
み
手
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
断
章
の
形
で
示
さ
れ
る
︒
続
く
イ
ン
ト
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
で
は
︑
東
日
本
大
震
災
後
の
東
北
で
の
演
奏
旅
行
の
描
写
か
ら
は

じ
め
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
歴
史
と
現
在
を
手
際
よ
く
紹
介
し
た
う
え
で
︑
伝
統

と
近
代
︑
音
楽
と
（
騒
）
音
の
間
に
あ
り
︑
既
存
の
産
業
の
分
類
に
も
当
て

は
ま
ら
な
い
﹁
音
の
商
売
﹂
と
し
て
チ
ン
ド
ン
屋
を
位
置
づ
け
る
︒
さ
ら
に
︑

音
と
公
共
空
間
と
社
会
的
つ
な
が
り
と
が
関
連
し
合
う
仕
方
に
関
す
る
問
題

設
定
を
行
い
︑
そ
の
た
め
の
中
心
的
な
分
析
概
念
と
し
て
﹁
響
き hibiki / 

resonance

﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
日
本
語
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
し
た

hibiki

を
用
い
る
こ
と
で
︑
街
に
鳴
り
響
く
音
響
現
象
と
し
て
の
響
き
と
︑

﹁
心
に
響
く
﹂
と
い
う
場
合
の
情
動
的
な
意
味
の
二
重
性
に
注
意
を
喚
起
す
る
︒

ま
た
︑﹁
回
折 diffraction

﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
︑
水
に
石
を
投
げ
入
れ

る
と
︑
一
つ
の
波
紋
が
ま
た
別
の
波
紋
を
生
み
出
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に

影
響
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
型
を
作
る
︑
と
い
う
比
喩
に
よ
っ
て
︑
相

互
に
変
化
さ
せ
あ
う
も
の
と
し
て
﹁
響
き
﹂
の
働
き
を
捉
え
て
い
る
の
も
興
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味
深
い
（
と
は
い
え
評
者
が
術
語
と
し
て
の
﹁
回
折
﹂
の
意
味
を
十
分
に
捉
え
き

れ
て
い
る
か
は
や
や
覚
束
な
い
）︒

　
本
論
第
一
︑ 
二
章
で
は
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
実
践
者
た
ち
の
活
動
や
発
言
か

ら
看
取
さ
れ
る
歴
史
お
よ
び
歴
史
的
想
像
力
に
関
し
て
議
論
さ
れ
る
︒
第
一

章
﹁
歩
く
歴
史
﹂
で
は
﹁
歩
く
﹂
こ
と
が
主
題
と
な
り
︑
チ
ン
ド
ン
屋
が
ジ

グ
ザ
グ
に
歩
く
こ
と
か
ら
︑
軍
隊
の
行
進
と
い
う
き
わ
め
て
西
洋
近
代
的
な

身
体
運
用
の
導
入
と
結
び
つ
い
た
軍
楽
隊
由
来
の
器
楽
編
制
が
︑
い
か
に
別

の
身
体
性
と
︑
そ
れ
が
体
現
す
る
歴
史
性
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
か
を
明
ら

か
に
す
る
︒
第
二
章
﹁
魅
惑
を
演
じ
る
﹂
で
は
︑
著
者
が
﹁
民
族
誌
的
お
と

ぎ
話
﹂
と
呼
ぶ
︑
チ
ン
ド
ン
屋
に
魅
了
さ
れ
て
遠
く
ま
で
つ
い
て
い
っ
て
し

ま
っ
た
︑
と
い
う
多
く
の
人
の
回
想
か
ら
話
を
起
こ
し
︑﹁
大
衆
﹂
概
念
の
歴

史
的
検
討
を
介
し
て
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
音
︑
と
り
わ
け
鉦か
ね

の
音
が
喚
起
す
る

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
他
者
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
チ
ン
ド
ン

屋
が
周
縁
化
さ
れ
た
人
々
と
結
び
つ
く
と
同
時
に
︑
本
質
主
義
的
な
日
本
文

化
論
と
も
結
び
つ
き
う
る
両
義
的
な
傾
向
に
つ
い
て
指
摘
す
る
︒

　
第
三
章
﹁
想
像
共
感
の
音
を
発
す
る Sounding Im

aginative Em
pathy

﹂
で

は
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
日
々
の
活
動
や
︑
そ
こ
に
お
け
る
演
者
の
意
識
︑
演
者

た
ち
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
た
聞
き
手
の
情
動
的
反
応
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
る
︒

最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
民
族
誌
記
述
と
も
言
え
る
部
分
で
あ
り
︑
決
し
て

長
大
で
は
な
い
が
︑
凝
縮
さ
れ
た
記
述
か
ら
︑
著
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
充
実
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒﹁
想
像
共
感 im

aginative em
pathy

﹂
は
︑
最
も

単
純
化
し
て
言
え
ば
︑﹁
姿
が
見
え
な
い
聞
き
手
と
そ
の
気
持
ち
を
想
像
す
る

こ
と
﹂
で
あ
り
︑
章
題
でsounding

と
い
う
動
名
詞
型
を
用
い
る
こ
と
で
︑

音
を
単
に
物
理
現
象
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
︑
音
を
出
す
行
為
や
︑
発

せ
ら
れ
た
音
が
︑
そ
の
音
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
公
共
空
間
に
お
い
て
︑

顕
在
的
ま
た
潜
在
的
な
聞
き
手
に
対
し
て
能
動
的
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と

を
含
意
し
て
い
る
︒
こ
の
用
法
は
︑﹁
音
楽
﹂
を
モ
ノ
で
は
な
く
行
為
と
捉
え

る
た
めm

usicking 

と
い
う
語
を
用
い
る
︑
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
モ
ー
ル
以

来
近
年
の
音
楽
研
究
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
考
え
方
を
︑
さ
ら
に
サ
ウ

ン
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
文
脈
で
援
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
第
四
︑ 

五
章
は
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
路
上
宣
伝
業
と
し
て
の
業
態
を
越
え
て
︑

﹁
チ
ン
ド
ン
に
触
発
さ
れ
た
音
楽 chindon inspired m

usic

﹂
と
そ
の
政
治
性

に
つ
い
て
論
じ
る
︒
第
四
章
﹁
チ
ン
ド
ン
屋
を
政
治
化
す
る
﹂
で
は
︑
ソ
ウ

ル
・
フ
ラ
ワ
ー
・
ユ
ニ
オ
ン
︑
シ
カ
ラ
ム
ー
タ
︑
大
工
哲
弘
︑
趙
博
（
パ
ギ

や
ん
）
と
い
っ
た
音
楽
家
を
取
り
上
げ
︑
彼
ら
に
と
っ
て
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の

響
き
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
な
意
識
と
結
び
つ
く
の
か
を
論
じ
︑﹁
ま
つ
り
ご

と
﹂
と
い
う
日
本
語
の
語
彙
に
お
け
る
政
治
と
祝
祭
の
二
重
性
に
注
意
を
喚

起
す
る
︒
第
五
章
で
は
︑
特
に
︑
東
日
本
大
震
災
後
の
状
況
を
念
頭
に
置
い

て
︑
反
核
デ
モ
に
お
け
る
チ
ン
ド
ン
屋
の
存
在
や
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
稼
業
に

と
っ
て
致
命
的
な
影
響
を
与
え
る
﹁
自
粛
﹂
に
つ
い
て
︑
昭
和
末
期
の
記
憶

や
そ
の
後
の
社
会
的
・
経
済
的
不
安
定
の
状
況
も
絡
め
て
議
論
す
る
︒
こ
れ

ら
の
本
論
を
経
て
︑﹁
響
き
﹂
の
批
判
的
含
意
に
つ
い
て
︑
包
括
的
か
つ
思
索
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的
に
述
べ
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
も
っ
て
本
書
は
閉
じ
ら
れ
る
︒

　
チ
ン
ド
ン
屋
と
い
う
︑
あ
る
時
空
間
に
固
有
と
言
い
う
る
文
化
実
践
に
つ

い
て
の
事
実
上
初
め
て
の
学
術
的
研
究
書
で
あ
る
本
書
は
︑
そ
う
し
た
性
格

の
著
作
に
し
ば
し
ば
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
概
説
的
・
入
門
的
な
側
面
は
そ
れ

ほ
ど
認
め
ら
れ
な
い
︒
古
典
的
な
民
族
誌
の
よ
う
な
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
活
動

や
団
体
の
特
徴
に
関
す
る
分
類
や
︑
演
奏
曲
目
や
具
体
的
な
演
奏
法
な
ど
に

つ
い
て
︑
体
系
的
な
紹
介
と
整
理
を
行
う
記
述
が
も
う
少
し
あ
れ
ば
︑
チ
ン

ド
ン
屋
と
い
う
文
化
形
態
に
関
わ
る
基
本
的
情
報
と
し
て
よ
り
有
益
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
と
思
う
反
面
︑
林
幸
治
郎
や
大
熊
ワ
タ
ル
の
よ
う
な
︑
自
身

が
優
れ
た
思
想
家
で
も
あ
り
歴
史
家
で
も
あ
る
よ
う
な
実
践
者
た
ち
の
知
見

と
︑
そ
う
し
た
実
践
者
た
ち
と
著
者
の
深
い
信
頼
関
係
に
基
づ
く
対
話
か
ら

し
か
生
ま
れ
得
な
い
洞
察
を
十
分
に
活
か
す
に
は
︑
第
一
章
で
論
じ
ら
れ
る

チ
ン
ド
ン
屋
の
歩
行
の
よ
う
に
ジ
グ
ザ
グ
に
行
き
つ
戻
り
つ
進
む
よ
う
な
本

書
の
記
述
が
ふ
さ
わ
し
い
と
も
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
音
の
哲
学
者
で
あ

り
路
上
の
民
族
誌
学
者
﹂（p. 3

）
で
あ
る
実
践
者
た
ち
と
︑
優
れ
た
書
き
手

で
あ
り
演
奏
者
で
あ
り
︑
何
よ
り
実
践
者
の
発
す
る
音
と
話
を
傾
聴
し
︑
街

中
で
聞
こ
え
る
音
を
感
知
す
る
聴
き
手
／
聞
き
手
で
あ
る
著
者
の
﹁
共
振
﹂

が
鳴
り
渡
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
旧
来
型
の
調
査
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
の
固
定
的
・
権
力
的
な
関
係
に
対
す
る
批
判
的
な
意
識
を
含
む
現
代
の
優

れ
た
民
族
誌
は
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
両
者
の
相
互
作
用
的
な
関
係
に
支
え

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
︑﹁
響
き
﹂
と
い
う
概
念
（
あ
る
い
は
比
喩
）
に
よ
っ

て
︑
そ
の
よ
う
な
関
係
を
分
析
的
か
つ
想
像
的
・
創
造
的
に
捉
え
返
し
て
い

る
こ
と
は
︑
現
代
の
文
化
に
関
わ
る
研
究
に
お
い
て
大
き
な
美
点
で
あ
る
︒

評
者
は
︑
本
書
の
日
本
語
訳
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
過
程
で
︑
著

者
と
チ
ン
ド
ン
屋
実
践
者
た
ち
と
の
濃
密
な
信
頼
関
係
を
目
の
当
た
り
に
す

る
機
会
を
し
ば
し
ば
得
て
い
る
︒
著
者
が
指
摘
す
る
通
り
︑
近
代
日
本
に
お

い
て
︑
チ
ン
ド
ン
屋
の
響
き
は
そ
の
意
味
を
絶
え
ず
変
え
な
が
ら
鳴
り
続
け

て
き
た
が
︑
本
書
の
刊
行
が
︑
そ
の
過
程
に
さ
ら
に
新
た
な
響
き
を
付
け
加

え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒




