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安
部
公
房

「赤
い
繭
」
再
読わ

　
け

―
―

《
お
れ
》
が
歩
き
続
け
る
理
由
―
―

は

じ

め

に

「赤
い
繭
」
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
、
雑
誌

「対
酢

」
に
掲
載
さ
れ
た
、

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
約
八
枚
ほ
ど
の
短
編
作
品
で
あ
る
。
翌
年
の
四
月

に
は
第
二
回
戦
後
文
学
賞
を
受
賞
し
、
「ぉ
作
文
學
」
四
月
号
誌
上
に
お
い
て
近

代
文
学
同
人
の
各
選
考
委
員
か
ら
讃
辞
を
浴
び
た
。
第
二
十
六
回
芥
川
賞
を
受

賞
し
た

「壁
―
Ｉ
Ｓ

・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
並
ん
で
安
部
公
房
の
初
期
作
品

（３
）

を
代
表
す
る

「赤
い
繭
」
は
、
多
く
の
刊
行
本
に
再
録
さ
れ
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ

や
舞
台
作
品
に
も
姿
を
変
え
て
い
る
。
し
か
し
、
安
部
公
房
の
他
の
代
表
作
品

に
関
す
る
先
行
研
究
論
文
を
比
べ
て
み
て
も
、
「赤
い
繭
」
に
関
す
る
そ
の
数
は

決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。
箱
肝
達
也
氏
は
、
今
赤
い
繭
」
そ
の
も
の
が
持

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
〉
に
こ
の
作
品
の
生
命
を
感
じ
と
る
べ
き
で
あ

り
、
〈
そ
こ
に
含
群
「
て
い
る
寓
意
を
あ
れ
こ
れ
と
せ
ん
さ
く
し
て
も
始
ま
ら
な

い
〉
と
述
べ
、
浜
田
雄
介
氏
も

〈懲
罰
だ
の
疎
外
だ
の
と
い
っ
た
観
念
を
通
さ

ず
に
、
純
粋
に
男
の
変
形
を
楽
し
み
、
赤
く
光
る
南
の
美
し
さ
に
見
惚
れ
る
こ

と
が
で
き
る
〉
よ
う
な
自
由
な

「読
み
」
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）

こ
の
よ
う
な

〈
意
味
の
快
楽
よ
り
も
感
覚
の
快
楽
に
身
を
委
ね
る
の
が
い
い
の

桑

原

真

臣

か
も
し
れ
な
い
〉
と
い
う
考
え
が
多
少
な
り
と
も
影
響
し
て
い
る
た
め
か
、
こ

れ
ま
で
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、

先
箭
研
究
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

早
坂
智
子
氏
は

《
お
れ
》
の

〈繭
〉
へ
の
変
形
を

〈自
己
喪
失
〉
に
繋
が
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
、
〈
そ
れ
が
家
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
、
人
間
が
何
ら
か
の
共

同
体
へ
の
帰
属
あ
る
い
は
定
着
に
よ
っ
て
、
安
全
を
保
証
さ
れ
た
平
穏
な
生
活

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
引
き
換
え
に
人
は
自
己
を
失
う
こ
と
を
余

謗
秘
く
さ
れ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
”
″

リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
氏
、
松
原
新

一
氏
、

五
十
嵐
亮
子
氏
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
お
り
、
《
お
れ
〉
と

〈彼
》
が
同

一

人
物
で
あ
る
と
い
う
新
た
な

「読
み
」
を
提
示
し
た
『
肝
勝
広
氏
も
同
様
の
結

論
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
こ
の

「国
家
な
ど
の
共
同
体
に
帰
属
す
る
こ
と
は
自

己
鋏
秩
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
見
解
は
先
行
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

奥
野
健
男
氏
は

〈家
の
な
い
庶
民
の
か
な
し
さ
を
人
間
が
繭
に
な
る
と
い
う

極
限
の
変
身
の
か
た
ち
で
表
現
し
た
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、輸
昨
清
輝
氏
や
大
里

恭
に
瑯
氏
も

〈繭
〉
を
実
際
の

〈家
〉
と
見
立
て
て
い
る
。

田
中
裕
之
氏
は
、
《
お
れ
》
の
〈蘭
〉
化
を

〈歩
き
回
っ
て
い
た

《
お
れ
》、
即

ち
、
行
動
す
る
主
体
と
し
て
の

《
お
れ
》
の
喪
失
〉
で
あ
る
と
捉
え
、
〈主
体
的



な
行
動
を
や
め
、
自
分

一
人
の
精
神
世
界
で
充
足
し
よ
う
と
す
る
〉
姿
に

〈巣

ご
も
り
〉
の
姿
勢
を
み
る
。

（‐６
）

李
貞
熙
氏
は
合
家
」
に
お
い
て
こ
そ
求
め
ら
れ
る
人
間
関
係
〉
を
失
い
、
〈自

己
で
あ
る
べ
き
存
在
の
根
拠
を
見
失
〉
っ
た

〈
お
れ
》
は
、
〈確
固
と
し
た
存
在

の
根
拠
を
求
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
次
第
に
人
間
か
ら
逃
避
し
、
や
が
て
人
間
以

外
の
も
の
と
の
関
係
の
な
か
に
自
己
を
求
め
よ
う
と
す
る
〉
と
述
べ
、
《
お
れ
》

の

〈繭
〉
化
は
、
確
固
と
し
た
存
在
の
根
拠
を
求
め
ら
れ
な
い
生
の
境
界
的
状

態
だ
あ
る
い
は
、
過
渡
的
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
寓
喩
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

金
田
静
雄
氏
は
、
〈
お
れ
〉
の
一
連
の
行
動
に
〈生
へ
の
覚
醒
〉
を
み
て
と
り
、

〈自
我
形
成
の
成
立
過
程
〉
を
示
し
て
い
る
と
論
じ
て
お
り
、
「赤
い
繭
」
を
ポ

ジ
テ
ィ
プ
に
捉
え
て
い
る
。

（‐８
）

他
に
も
い
く
つ
か
の

「赤
い
繭
」
に
関
す
る
印
象
批
評
や
レ
ポ
ー
ト
類
が
あ

る
が
、
代
表
的
な
見
解
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
に
は
新
た
な
「読

み
」
を
試
み
る
こ
と
は
、
作
品
の
精
読
を
通
し
て
ま
だ
ま
だ
可
能
な
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
第

一
に
、
〈
お
れ
》
が

〈歩

き
つ
づ
け
〉
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
第
二
と
し
て

《女
》
《彼
》
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
第
二
と
し
て
は
、
《
お
れ
》
の

〈繭
〉
化
に
つ
い
て
、
そ
し
て
第
四
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の

少
な
か
っ
た
最
終
場
面
ま
で
を
射
程
に
い
れ
、
《彼
》
の
息
子
の
玩
具
箱
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
、
赤
い

〈繭
〉
で
あ
る

《
お
れ
）
の
存
在
に
つ
い
て
論

じ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
《
お
れ
》
が

〈歩
き
つ
づ
け
る
〉
と
い
う
こ
と

（・９
）

安
部
公
房
は
、
古
林
尚
氏
と
の
対
談
の
中
で

「赤
い
繭
」
に
つ
い
て
、
〈イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
て
い
っ
て
、
自
然
に
そ
こ
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
の

は
、
要
す
る
に
帰
属
に
た
い
す
る
反
感
だ
ろ
う
な
あ
、
結
局
は
。
も
っ
と
も
、

あ
あ
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
は
、
Ｎ
湘
Ⅵ
ｇ
引
劇
日
日
鳳
ｕ

測
測
悧
樹
口
到
珊
嗣
コ
劉
創
刊
日
測
コ
釧
側
「
Ы
測
「
Ｊ
倒
ｑ
力、―
測
悧
Ⅵ
引
「
し、―
可
副
劉
劉
倒

「
剣
ｄ
可
刺
刻
川
＝
到
到
引
。
な
に
し
ろ
、
ぼ
く
に
は
い
ま
で
も
根
強
く
、
剰

同
悧
冽
湘
悧
渕
留
引
馴
剰
列
劉
列
州
目
が
存
在
し
て
い
る
〉
（傍
線
。桑
原
　
以
下

の
引
用
部
分
も
同
様
）
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
安
部
公
房
は

「赤
い
繭
」

に
お
い
て
、
〈共
同
体
〉
に
〈帰
属
〉
す
る
者
に
あ
た
る
の
が

《女
》
や

〈彼
》

で
あ
り
、
〈疎
外
〉
さ
れ
る
者
に
あ
た
る
の
が

《
お
れ
》
で
あ
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
次
に
作
品
の
精
読
を
試
み
て
い
く
こ
と
に

す
る
。日

が
暮
れ
か
か
る
。
人
は
ね
ぐ
ら
に
急
ぐ
と
き
だ
が
、
お
れ
に
は
帰
る
家

が
な
い
。
お
れ
は
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
目
を
ゆ
っ
く
り
歩
き
つ
づ
け
る
。

街
中
こ
ん
な
に
沢
山
の
家
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
お
れ
の
家
が

一
軒
も
な
い

の
は
何
故
だ
ろ
う
？
…
…
と
、
引馴
∃
劇
劉
矧
劉
副
「
Ｊ
到
郷
∃
刊
則
釧
引
「

「赤
い
南
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
〈家
と
家
と
の
狭
い
割
目
〉
と
は

〈道
〉

の
こ
と
で
あ
り
、
〈消
え
う
せ
も
せ
ず
、
変
形
も
せ
ず
、
地
面
に
立
っ
て
動
か
な

い
家
々
〉
と
全
く
逆
の

〈
ど
れ

一
つ
と
し
て
定
っ
た
顔
を
も
た
ぬ
変
り
つ
づ
け

る
〉
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
そ
こ
を

〈歩
き
つ
づ
け
る
〉
《
お
れ
》
は
、
移
動
性

を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
〈何
万
遍
か
の
疑
間
〉
を
繰
り
返
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
《
お
れ
》
は
長
い
間
、
〈家
〉
を
探
し
求
め
、
街
復
し
続
け
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
が
、
《
お
れ
》
に
は
帰
る
べ
き
〈家
〉
が
な
い
と
い
う
理
由
が
〈何

故
〉
だ
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
《
お
れ
〉
は
自
分
の
意
志
で
〈歩
き
つ

づ
け
〉
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
何
も
の
か
に
よ
っ
て
歩
か
さ
れ
続
け
て
い
る



（傍
点

・
桑
原
）
状
態
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

電
柱
に
も
た
れ
て
小
便
を
す
る
と
、
そ
こ
に
は
時
折
縄
の
切
端
な
ん
か
が

落
ち
て
い
て
、
お
れ
は
首
を
く
く
り
た
く
な
っ
た
。
縄
は
横
目
で
お
れ
の
首

を
に
ら
み
な
が
ら
、
兄
弟
、
休
も
う
よ
。
ま
っ
た
く
お
れ
も
休
み
た
い
。
だ

が
休
め
な
ら
ん
チ
¨
去
弄
Ｉ
握
宋
者
全
空
じ
ゃ
な
し
、
そ
れ
に
ま
だ
何
故
お
れ

の
家
が
な
い
の
か
納
得
の
ゆ
く
理
由
が
つ
か
め
な
い
ん
だ
。

夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
む

た
め
に
は
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い

か
。〈縄

〉
が

《
お
れ
》
に

〈兄
弟
〉
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
あ
る
共
通
の
も
の

に
帰
属
し
て
い
る
中
で
、
親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
る
も
の
が

〈兄
弟
〉
で
あ

る
な
ら
ば
、
《
お
れ
》
は
〈縄
〉
の
仲
間
で
あ
り
、
誰
か
に
利
用
さ
れ
る
「道
具
」

と
し
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
《
お
れ
》
は

「道

具
」
と
し
て
の
存
在
の
あ
り
よ
う
を
主
張
す
る

〈縄
〉
に
対
し
て
、
〈兄
弟
〉
で

あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
《
お
れ
》
は
「道
具
」
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
、

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ご

以
降
で
述
べ
て
い
る
が
、
《
お
れ
》
は

「道
具
」
と
し
て
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
「休
む
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
少
々

ふ
れ
て
お
き
た
い
。
〈兄
弟
、
休
も
う
よ
。
ま
っ
た
く
お
れ
も
休
み
た
い
。
だ
が

休
め
な
い
ん
だ
〉
と
い
う
箇
所
で
使
わ
れ
て
い
る

「休
む
」
と
は
、
〈
お
れ
の
首

を
に
ら
み
な
が
ら
〉
と
あ
る
の
で
、
〈縄
〉
で

〈首
を
く
く
り
〉、
「死
ぬ
」
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
〈
お
れ
の
家
が
な
い
の
か
納
得
の
ゆ
く
理
由
〉
が
つ
か

め
た
ら
、
「休
む
」
つ
ま
り

「死
ぬ
」
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
よ
う
に
も
読
み
と

れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
〈
お
れ
》
は
、
〈家
〉
を
確
保
す
る

「自
由
の
権
利
」
を

手
に
入
れ
る
こ
と
で
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
分
の
存
在
を
清
算
す
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
、
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

〈夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
〉
と

い
う
箇
所
で
の

「休
む
」
は
、
文
字
通
り

《
お
れ
》
が

〈家
〉
を
所
有
し
、
休

息
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
〈何
故
お
れ
の
家
が
な
い
の
か
納
得
の
ゆ
く
理

由
が
つ
か
め
な
い
〉
が
、
〈夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
（傍
点

・

桑
原
）
た
め
に
、
《
お
れ
》
に
は
必
ず

〈家
〉
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
確
信
を

得
る
と
同
時
に

〈家
〉
に
辿
り
着
け
な
い
こ
と
に
対
し
て
焦
燥
感
を
覚
え
る
の

で
あ
る
。

〈
お
れ
》
は
、
焦
燥
感
を
払
い
の
け
る
た
め
に
、
自
分
の
帰
属
す
る
場
所
が

な
い
と
い
う
状
況
は
〈重
大
な
思
い
ち
が
い
〉
で
あ
り
、
〈家
〉
が
な
い
の
は
〈単

に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
〉
と
思
い
直
し
、
偶
然
通
り
か
か
っ
た

一
軒
の
家
を

自
分
の

〈家
〉
で
は
な
い
か
と
、
ド
ア
を
叩
く
。

運
よ
く
半
開
き
の
窓
か
ら
の
ぞ
い
た
親
切
そ
う
な
女
の
笑
顔
。
希
望
の
風

が
心
臓
の
近
く
に
吹
き
込
み
、
そ
れ
で
お
れ
の
心
臓
は
平
た
く
ひ
ろ
が
り
旗

に
な
っ
て
ひ
る
が
え
る
。
お
れ
も
笑
っ
て
紳
士
の
よ
う
に
会
釈
し
た
。

「
一
寸
う
か
が
い
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
私
の
家
で
は
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
か
？
」

女
の
顔
が
急
に
こ
わ
ば
る
。
「あ
ら
、
ど
な
た
で
し
ょ
う
？
」

お
れ
は
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
は
た
と
行
き
詰
ま
る
。
な
ん
と
説
明
す
べ

き
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
お
れ
が
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
こ
の
際

問
題
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
女
に
ど
う
や
っ
て
納
得
さ
せ
た
ら

い
い
だ
ろ
う
？



《
お
れ
》
が

《女
》
に

〈
ど
な
た
で
し
ょ
う
Ｐ
〉
と
訊
ね
ら
れ
て
も
説
明
す

る
こ
と
に

〈行
き
詰
ま
る
〉
の
は
、
《
お
れ
》
は

「帰
属
す
る
場
所
」
を
確
保
す

る
こ
と
の
み
を
問
題
に
し
て
お
り
、
そ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
の
必
要
性
を
認

め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
《
お
れ
》
に
と
っ
て
は
、
〈家
〉
と
い
う

「帰
属
す

る
場
所
」
」
そ
が
自
分
の
全
て
な
の
で
あ
り
、
《
お
れ
》
と
い
う
存
在
を
証
明
出

来
る
唯

一
の
手
段
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

《
お
れ
》
は

《女
》
に
詰
問
す
る
。

「と
も
か
く
、
こ
ち
ら
が
私
の
家
で
な
い
と
お
考
え
な
ら
、
そ
れ
を
証
明

し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

」

「ま
あ
…
…
」
と
刻
倒
劇
洲
瑚
酬
刻
劉
。
そ
れ
が
お
れ
の
療
に
さ
わ
る
。

「証
拠
が
な
い
な
ら
、
私
の
家
だ
と
考
え
て
も
い
い
わ
け
で
す
ね
。」

「
で
も
、
こ
こ
は
私
の
家
で
す
わ
。

」

「
そ
れ
が
な
ん
だ
っ
て
い
う
ん
で
す
？
　
あ
な
た
の
家
だ
か
ら
っ
て
、
私

の
家
で
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
で
し
ょ
う
。

」

返
事
の
代
り
に
、
測
洲
謝
翻
翻
劉
口
劉
■
「
ゴ
劉
司
劃
剖
し、―
川
。
あ
あ
、
こ

れ
が
女
の
笑
顔
と
い
う
や
つ
の
正
体
で
あ
る
。
誰
か
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
お
れ
の
も
の
で
な
い
理
由
だ
と
い
う
、
訓
倒
州
引
劇
訓
到
を
正
体

づ
け
る
の
が
、
い
つ
も
こ
の
変
貌
で
あ
る
。

〈消
え
う
せ
も
せ
ず
、
変
形
も
せ
ず
、
地
面
に
立
っ
て
動
か
な
い
家
々
〉
側

の
代
表
で
あ
る

《女
》
の
〈変
貌
〉
と
〈
お
び
え
〉
と
は
、
《女
》
の
共
同
体
ヘ

の
帰
属
を
脅
か
す
異
質
な

《
お
れ
》
に
対
す
る
拒
絶
反
応
で
あ
る
。

〈
お
れ
》
が

《女
》
の
言
い
分
を

〈訳
の
分
ら
ぬ
論
理
〉
と
し
て
片
づ
け
て

い
る
の
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
自
分
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は

理
解
出
来
て
い
て
も
、
何
故
拒
絶
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
の
み
込
め
な
い

か
ら
で
あ
る
。
拒
絶
さ
れ
る
理
由
が

〈分
ら
ぬ
〉
が
故
に

《
お
れ
》
は
さ
ら
に

〈歩
き
つ
づ
け
〉
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

《
お
れ
》
は
、
《
女
》
の

〈家
〉
に
無
理
矢
理
押
し
入
っ
て
、
居
座
る
よ
う

な
こ
と
も
せ
ず
、
す
ご
す
ご
と
引
き
返
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
次
に

《
お
れ
》
が
公
園
の
ベ
ン
チ
で
横
に
な
ろ
う
と
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

「
こ
ら
、
起
き
ろ
。
ｄ
ｄ
劇
冽
川
刻
倒
司
例
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。

ま
し
て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
さ
あ
、
と
っ
と
と
歩
く

ん
だ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お
う
。
そ
れ
以

外
の
と
こ
ろ
で
足
を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
だ
け
で
お

ま
え
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。

」

梶
棒
を
も
っ
た
官
憲
で
あ
る

《彼
》
の

〈
と
っ
と
と
歩
く
ん
だ
〉
と
い
う
命

令
に
対
し
て
、
《
お
れ
》
は
黙
っ
て
服
従
し
、
〈歩
き
つ
づ
け
る
〉。
こ
の
こ
と
は
、

明
ら
か
に

《
お
れ
》
は
既
成
秩
序
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

《
女
》
の

〈家
〉
を
不
法
占
拠
す
る
こ
と
な
く
、
官
憲
の

《彼
》
の
命
令
に

も
逆
ら
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
《
お
れ
》
が
「法
」
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
、
《
お
れ
》
は

《女
》
や

《彼
》
と
同
じ
秩
序
を
も
つ
「国
家
」

に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
同

一
の
も
の
を

「分
有
す
る
」

と
い
う
か
た
ち
で
成
立
す
る
集
団
の
こ
と
を

「共
同
体
」
と
呼
び
得
る
わ
け
で

あ
る
が
、
〈
み
ん
な
の
も
の
〉
で
あ
る

〈公
園
の
ベ
ン
チ
〉
を

《
お
れ
》
が
使
用

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
《
お
れ
》
は

《彼
》
ら
と
同
じ
「共
同

体
」
に
は
帰
属
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
間
が
生
じ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の

「
二
」
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。



《
お
れ
》
は
、
《女
》
に
拒
絶
さ
れ
、
〈彼
》
に
追
い
た
て
ら
れ
る
た
め
に
、

彿
律
い

〈歩
き
つ
づ
け
〉
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
〈さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
〉
の

《
お
れ
》

紡
径
い
続
け
る

《
お
れ
》
は
ふ
と
次
の
よ
う
に
独
自
す
る
。

さ
ま
よ
え
る
ュ
ダ
ヤ
人
と
は
、
す
る
と
、
お
れ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
？

私
の
管
見
に
よ
れ
ば
、
〈
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
〉
に
触
れ
て
い
る
先
行
論
文

は
、
輸
貯
の

〈
「法
」
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い

〈
お
れ
〉
の
実
存
〉

を
説
明
す
る
た
め
に

〈
さ
ま
よ
え
る
ュ
ダ
ヤ
人
〉
に
言
及
す
る
論
文
の
み
で
あ

る
が
、
私
は
別
の
視
点
か
ら

〈
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
〉
を
考
察
し
て
み
た
い

と
思
う
。

安
部
公
房
は
エ
ッ
セ
イ

「筋
な
る
辺
境
」
に
お
い
て
、
疎
外
状
況
に
あ
る
〈
ュ

ダ
ヤ
人
〉
と
は

〈移
動
民
族
的
傾
向
〉
を
も
つ

〈土
地
に
結
び
つ
け
な
か
っ
た

者
〉
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
〈正
統
概
念
の
輪
郭
を
よ
り
明
瞭
に
浮
び
上
ら

せ
る
た
め
の
、
意
識
的
な
人
工
照
明
と
し
て
〉
持
ち
出
さ
れ
た

〈異
端
概
念
〉

で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

言
葉
を
変
え
れ
ば
、
「本
物
の
国
民
し
た
る
こ
と
が
、
本
来
的
に
不
可
能
な

存
在
だ
っ
た
の
だ
。
む
ろ
ん

「国
民
」
で
あ
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
「本

物
の
国
民
」
に
だ
け
は
ど
う
し
て
も
な
り
え
な
い
。

（傍
点

。
原
文
）
翁
内
な
る
辺
境
し

「内
な
る
辺
境
」
２
言
葉
を
か
り
て

「赤
い
南
」
を
読
み
直
す
な
ら
ば
、
〈
お

れ
》
は

〈
「国
民
」
で
あ
る
こ
と
は
出
来
〉
て
い
る
が
、
今
本
物
の
国
民
」
に
だ

け
は
ど
う
し
て
も
な
り
え
な
い
〉
の
で
あ
り
、
《
お
れ
》
を
〈拒
ん
で
い
る
者
の

正
体
〉
（傍
点
。原
文
）
で
あ
る

《女
》
や

《彼
》
に
代
表
さ
れ
る

〈正
統
〉
側

に
は
帰
属
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
た
め
に
、
自
分
の
帰
属
す
る
場
所
を
探
し

続
け
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
《
お
れ
》
が
移
動
性
を
持
ち
、
〈道
〉
を

〈歩
き
つ
づ
け
〉
て
い

る
姿
に

〈異
端
〉
の
自
覚
を
み
て
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に

〈
お
れ
》

の

〈共
同
体
そ
の
も
の
か
ら
受
け
る
疎
外
感
〉
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
《
お

れ
》
は
既
存
の

「共
同
体
」
へ
の
帰
属
を
試
み
、
《女
》
の
住
む

〈家
〉
を
訪
れ

た
り
、
〈
み
ん
な
の
も
の
〉
で
あ
る

〈公
園
の
ベ
ン
チ
〉
に
横
に
な
ろ
う
と
す
る

い
一
「
な
鰤
燎
”
は

〈 し
騰
”
」
れ
け
に
向
ｒ
い
」

と っ
な
期
』
『
理
聾
誦
ヽ

国 っ
な

は
絶
え
ず
反
復
す
る
ん
だ
。
く
ど
い
ほ
ど
反
復
し
て
そ
れ
を
頭
に
た
た
き
込
ん

で
、
眠
っ
て
い
て
も
帰
属
離
脱
に
対
す
る
不
安
を
引
き
起
す
と
こ
ろ
ま
で
も
っ

て
い
こ
う
と
す
る
〉
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の

〈帰
属
離
脱
に
対
す
る

不
安
〉
の
た
め
で
あ
る
。　
一
方
、
家
々
の
間
を
彿
律
い
続
け
、
帰
属
を
要
求
し

続
け
る

《
お
れ
》
を
排
除
、
疎
外
す
る
た
び
に
〈正
統
〉
側
で
あ
る

「共
同
体
」

の
結
東
力
は
一
層
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
《女
》
や

〈彼
》
の

「国
家
」
に
対
す
る
帰
属
意
識
が
よ
り
強
固
と
な
る
様
に

《
お
れ
》

は

「存
在
さ
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
決
し
て
、
実
存
的

「単
独
者
」

の
よ
う
な
行
為
主
体
に
目
覚
め
た
人
間
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
一
」
で
保
留
し
て
お
い
た
疑
間
に
答
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「国

家
」
は
、
そ
の
構
成
員
を

″
一
″
へ
と
統
合

・
統
治
す
る
た
め
に
内
部
に
向
か

っ
て

「純
粋
性
」
と

「全
体
性
」
を
叫
び
、
「同

一
化
」
霊
曰遍
化
」
す
が
ｔ
と

へ
の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
。
そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て

「国
家
」
は
、
「異
端
審



問
官
」
で
あ
る

《彼
》
を
巡
回
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
《彼
》
の
任
務
は

《
お
れ
》

を
捕
ら
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
〈
お
れ
》
を
歩
き
続
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「共
同
体
」
の

「正
統
性
」
を
強
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三
、
《
お
れ
》
の

〈繭
〉
へ
の
変
形

紡
律
い

〈歩
き
つ
づ
け
〉
て
い
た

《
お
れ
》
の
身
体
に
、
突
然
異
変
が
起
こ

る
。
《
お
れ
》
の
足
に
〈
ね
ば
り
け
の
あ
る
絹
糸
〉
が
〈
ま
と
わ
り
つ
く
〉
の
で
、

そ
の

〈絹
糸
〉
を
引
張
る
と
、
〈
い
く
ら
で
も
ず
る
ず
る
の
び
て
く
る
〉
の
で
あ

っ
た
。
〈
お
れ
》
の

〈繭
〉
化
の
前
兆
で
あ
る
。

コ
ト
ン
と
靴
が
、
足
か
ら
離
れ
て
地
面
に
落
ち
、
お
れ
は
事
態
を
理
解
し

た
。
地
軸
が
ゆ
が
ん
だ
の
で
は
な
く
、
お
れ
の
片
足
が
短
く
な
っ
て
い
る
の

だ
っ
た
。
糸
を
た
ぐ
る
に
つ
れ
て
、
お
れ
の
足
が
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
い

た
。
す
り
切
れ
た
ジ
ャ
ケ
ツ
の
肘
が
ほ
こ
ろ
び
る
よ
う
に
、
お
れ
の
足
が
ほ

ぐ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
糸
は
糸
瓜
の
せ
ん
い
の
よ
う
に
分
解
し
た
お

れ
の
足
で
あ
っ
た
の
だ
。

（傍
点

。
原
文
）

《
お
れ
》
の
身
体
は
、
足
の
端
か
ら
次
第
に

〈絹
糸
〉
に

〈分
解
〉
さ
れ
、

〈変
形
〉
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

〈
お
れ
》
は
性
質
や
状
態
が
変
わ
り
、
新
た
な
他
の
も
の
に

「変
質
」
「変
化
」

「変
身
」
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
何
も
の
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
ま
ま

〈絹
糸
〉
に

〈分
解
〉
さ
れ
た
後
、
〈繭
〉
に
再
構
成
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は

〈繭
〉
化
以
前
の
、
《
お
れ
》
が

《女
》
や

《彼
》
の
帰
属

す
る
「共
同
体
」
か
ら
「疎
外
」
さ
れ
て
い
た
状
況
と
何
ら
変
わ
っ
て
は
い
な
い

こ
と
を
表
し
て
い
る
。
〈繭
〉
化
し
た

《
お
れ
》
は
、
決
し
て

《女
》
や

〈彼
》

が
属
し
て
い
る

「共
同
体
」
に
帰
属
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
従

来
の

「国
家
な
ど
の
共
同
体
に
帰
属
す
る
こ
と
は
自
己
喪
失
を
も
た
ら
す
」
と

い
う

「読
み
」
は
、
正
し
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
後

《
お

れ
》
の

〈繭
〉
が

《彼
》
に
拾
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
〈
お
れ
》
が

〈南
〉
に

な
る
こ
と
で
、
つ
い
に
自
分
に
帰
属
す
る
こ
と
が
出
来
、
「単
独
者
」
と
な
り
得

た
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
評
価
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
は
、
「四
」
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

《
お
れ
》
が

〈絹
糸
〉
に

〈変
形
〉
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
に

〈縄
〉

の

〈兄
弟
〉
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蚕
の

〈南
〉

を
構
成
す
る

〈絹
糸
〉
と
同
様
に
、
他
者
に
加
工
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
こ
そ
、

存
在
す
る
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ど
こ
か
の

場
所
に
帰
属
す
る
こ
と
で

「
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
」
を
確
立
し
よ
う
と
考
え
る

人
間
は
、
「共
同
体
」側
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
存
在
価
値
が
生
じ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
、
《彼
》
の
息
子
の
玩
具
箱

繭
の
中
で
時
が
と
だ
え
た
。
外
は
暗
く
な
っ
た
が
、
南
の
中
は
い
つ
ま
で

も
夕
暮
で
、
内
側
か
ら
照
ら
す
夕
焼
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
。
こ
の
目
立

つ
特
徴
が
、
彼
の
限
に
と
ま
ら
ぬ
は
ず
が
な
か
っ
た
。
彼
は
南
に
な
っ
た
お

れ
を
、
汽
車
の
踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
で
見
つ
け
た
。
最
初
腹
を
た
て
た
が
、

す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た
と
思
い
な
お
し
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
。

し
ば
ら
く
そ
の
中
を
ご
ろ
ご
ろ
し
た
後
で
、
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
に
移
さ
れ

た
。



《
お
れ
》
が

《彼
》
に
拾
わ
れ
る
こ
の
最
終
場
面
は
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
な

考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

物
肝
氏
は
、
こ
の
場
面
は

〈蛇
足
で
あ
り
、
作
品
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
か

え
っ
て
不
鮮
明
に
し
、
矮
小
化
し
、
卑
小
化
す
る
も
の
〉
で
あ
り
、
〈作
者
の
ね

ら
う
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
し
か
し
そ
の
感
礁
は
い

か
に
も
貧
し
く
、
か
つ
常
識
的
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
日
中
氏
は
、

〈繭
〉
が

〈踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
〉
で
拾
わ
れ
た
背
景
に
共
産
党
員
や
国
労
組

員
が
犯
人
と
目
さ
れ
た
下
山

。
三
鷹

。
松
川
事
件
を
想
定
し
、
自
閉
的
な

《
お

れ
》
は
、
既
成
秩
序
に
従
わ
な
い
点
で
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
共
通
し
つ
つ
も
、
既

成
秩
序
を
脅
か
す
ほ
ど
の
力
を
持
ち
得
な
い
た
め
、
権
力
に
玩
具
と
し
て
取
り

こ
ま
れ
て
し
ま
う
、
と
考
察
し
て
い
る
。
森
川
氏
が
読
み
と
っ
た
寓
意
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
は
最
終
場
面
が
〈蛇
足
〉

で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
重
要
な
場
面
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
田
中
氏
の

指
摘
に
も
頷
き
難
い
。
そ
こ
で
、
次
に
私
な
り
の
考
察
を
述
べ
て
い
き
た
い
と

思
う
。（

お
れ
》
の
〈繭
〉
化
が
、
〈汽
車
の
踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
〉
で
完
了
し
た
の

か
、
そ
れ
と
も
別
の
場
所
に
お
い
て

〈繭
〉
化
が
完
了
し
、
風
か
何
か
に
運
ば

れ
、
〈汽
車
の
踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
〉
に
あ
る
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
も
し

〈南
〉
に
な
っ
た

《
お
れ
》
が
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
放
置

さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
間
も
な
く
列
車
が
こ
の
踏
切
を
通
過
し

〈
お
れ
》
を
鞣

い
て
し
ま
い
、
《
お
れ
》
は
確
実
に
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
〈彼
》

に
拾
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
「死
ぬ
」
と
い
う
い
わ
ば
最
後
の

「自
由
」
さ
え

も

〈
お
れ
》
に
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
の
中
に
は
、
〈彼
》
は

《
お
れ
》
が
〈踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
〉
に
あ

る
こ
と
に

〈最
初
腹
を
た
て
た
〉
と
い
う
部
分
か
ら
、
こ
の

《彼
）
を
踏
切
番

な
ど
の
鉄
道
関
係
者
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
〈薦
〉
一
個
鞣
い
た
と
こ
ろ
で
列

車
の
運
行
に
は
何
の
差
し
障
り
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
梶
棒
を
も
っ
た

《彼
》
と

臨

一）
人
物
と
み
て
差
し
支
え
な
い
こ
の

〈彼
》
が
怒
る
の
は
、
〈彼
》
が
踏
切

番
な
ど
の
鉄
道
関
係
者
で
は
な
く
、
ま
た

《
お
れ
》
が
列
車
の
運
行
の
妨
げ
に

な
る
か
ら
で
は
な
い
。
〈歩
き
つ
づ
け
〉
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

《
お

れ
》
が
列
車
に
鞣
か
れ
て
、
こ
の
世
か
ら
消
え
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
た
か
ら

に
違
い
な
い
。
だ
が
、
《
お
れ
》
が
子
供
の
手
頃
な

〈玩
具
〉
に
な
る

〈繭
〉
に

姿
を
変
え
て
い
た
た
め
に

〈
す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た
〉
と
思
い
な
お

し
て
、
〈ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
〉、
〈彼
）
の
息
子
へ
の
お
土
産
と
し
て
、
持
ち
帰
る

の
で
あ
る
。

《
お
れ
》
は

《彼
》
に
拾
わ
れ
た
後
、
《彼
》
の
息
子
の
〈玩
具
箱
〉
に
移
さ

れ
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

〈彼
》
の
息
子
と
は
、
親
で
あ
る

〈彼
》
の
考
え
方
、
思
想
を
引
き
継
ぐ
次

世
代
を
担
う
者
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
自
ら
の
経
験
か
ら
、

子
供
は
成
長
過
程
に
お
い
て
、
〈玩
具
箱
〉
の
中
の
玩
具
を
使
っ
て
遊
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
の
世
界
を
想
像

・
創
造
し
、
構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
〈
お
れ
》
の

〈繭
〉
が

〈玩
具
箱
〉
に
移
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

当
然
な
が
ら
そ
の
子
供
の
た
め
に
〈玩
具
〉
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
《彼
》
の
息

子
は

〈
お
れ
》
の
存
在
を
教
科
書
代
わ
り
に
し
て
、彼
の
親
た
ち
が
掲
げ
る
〈正

統
〉
や
、
そ
れ
に
対
す
る

〈異
端
〉
と
そ
の
扱
い
方
を
習
得
す
る
の
で
あ
る
。

〈
お
れ
》
は
、
真
の

「単
独
者
」
「
異
端
者
し

と
し
て
自
己
に
帰
属
し
得
な
い

限
り
、
「国
家
」
の

〈正
統
信
仰
〉
翁
内
な
る
辺
境
し

を
正
当
化
す
る
た
め
の

い
い
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

私
は
《
場
だ
》
は

《彼
》
に
拾
わ
れ
る
こ
と
を
契
機
に
、
既
存
の

《故
郷
》

へ
の
帰
属
を
果
た
し
た
〉
と
指
摘
す
る
田
中
氏
の
意
見
に
は
賛
同
出
来
な
い
。



な
ぜ
な
ら
、
《
お
れ
》
は
〈既
存
の

《故
郷
》
へ
の
帰
属
〉
を
果
た
す
こ
と
が
出

来
ず
に
、
い
つ
ま
で
も
街
律
し
続
け
な
け
れ
ば

「存
在
」
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

〈繭
の
中
で
時
が
と
だ
え
〉、
〈繭
の
中
は
い
つ
ま
で
も
夕
暮
〉
と
な
る
が
、

〈繭
〉
の
外
は
夜
を
迎
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
夕
暮
れ
の
色
は
、
〈繭
〉
の
外
の

影
響
で
は
な
い
。
〈薦
〉
は
〈内
側
か
ら
照
ら
す
夕
焼
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
〉

の
で
あ
る
。
夕
暮
時
、
〈歩
き
つ
づ
け
〉
て
き
た

〈
お
れ
》
自
身
が
〈夕
焼
の
色

に
赤
く
光
〉
り
、
こ
の
後
も

〈正
統
〉
側
の
た
め
に
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
　
と
　
め

《
お
れ
》
は

〈女
》
や

〈彼
〉
に
〈異
端
〉
扱
い
さ
れ
、
既
存
の
「共
同
体
」

へ
の
帰
属
を
拒
ま
れ
る
た
め
に

〈歩
き
つ
づ
け
る
〉
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

既
存
の
「共
同
体
」
に
帰
属
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
主
体
的
行
為
者
で
あ
る
「異

端
者
」
に
も
な
り
き
れ
な
い

〈
お
れ
》
を
紡
律
さ
せ
る
こ
と
で
、
「共
同
体
」
側

の

「正
統
性
」
が
よ
り
明
瞭
に
な
り
、
か
つ
強
固
な
も
の
に
出
来
る
。
《
お
れ
》

は
、
自
ら
の
意
志
で

〈歩
き
つ
づ
け
〉
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「共
同
体
」
側

に
帰
属
す
る

《女
》
や

〈彼
）
に
歩
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈疎
外
〉
と
は
、

人
間
の
内
面
と
と
も
に
社
会
の
側
を
も
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
克
服
さ
れ
得
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

《
お
れ
》
は
未
来
の
中
に
自
ら
を
投
企
す
る
こ
と
を

意
識
す
る
よ
う
な

「単
独
者
」
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈南
〉
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
、
以
前
の

〈
お
れ
）
と
少
し
も
変
わ
ら
ず
、
「実
存
の
生
成
」―
―

無
か
っ
た
も
の
が
現
成
す
る
こ
と
、
前
の
も
の
と
異
質
の
自
己
に
転
化
す
る
こ

と
―
―
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
遂
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
《
お
れ
）
の

中
身
は

〈大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
〉
同
様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

〈南
の
中
は
い
つ
ま
で
も
夕
暮
〉
で
あ
る
と
は
、
〈
お
れ
》
は
、
今
の
お
か
れ

て
い
る
状
態
の
ま
ま
街
復
し
続
け
な
け
れ
ば

「存
在
し
出
来
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
〈正
統
〉
側
に
歩
か
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、
帰
属
願
望
が
強
ま
り
、
そ

膿
馴
経
膨さ‐こ詩
界
）町
脇
鮮ヽ
鰐
経％
潔
『、蝕

成
秩
序

に
従
わ
な
い
、
主
体
的

に
行
動
す
る
人
間
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
が
、

移
動
性
を
も
ち

つ
つ
帰
属
す
る
場
所
を
探
し
続
け
る
と
い
う
、　
一
見
主
体
的
と

み
え
る

〈
お
れ
》

の
行
動
は
、
実
は
、
移
動
性
を
も
た
さ
れ

つ
つ

（傍
点

・
桑

原
）
と
い
う
受
動
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

圧̈（１
）

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日
、
第
五
巻
第
十
二
号
、
三
八
～
四
〇
頁
に
所
載
さ
れ

て
い
る
。
日
次
の
表
題
は

「赤
い
繭
」
だ
が
、
本
文
は

「三
つ
の
寓
話
」
と
い
う
表

題
で

「赤
い
繭
」
「洪
水
」
「魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
し
の
三
話
を
収
め
て
い
る
。
翌
年
の

五
月
二
十
八
日
、
安
部
公
房
初
の
作
品
集

『壁
」
（月
曜
書
房
刊
）
に
〈第
二
部
　
赤

い
繭
〉
の
一
編
と
し
て
初
収
さ
れ
た
。
■壁
し
は
〈第
一
部
　
Ｓ
・カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
〉

〈第
二
部
　
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
〉
〈第
二
部
　
赤
い
繭
〉
翁
赤
い
蘭
」
「洪
水
」
「魔
法

の
チ
ョ
ー
ク
」
「事
業
し

の
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
装
槙
・
勅
使
河
原
宏
、
挿

書
・
桂
川
寛
。

（２
）

昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
、
第
六
巻
第
四
号
、
二
九
～
三
〇
頁
に

「第
二
回
戦
後

文
學
賞
曇
表
　
安
部
公
房

『赤
い
南
」
授
賞
作
品
に
決
定
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、

〈盆
衡
組
緯
〉
お
よ
び

〈選
後
所
感
〉
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

ス
彼
は
た
し
か
に
二
十

代
の
一
つ
の
方
向
で
あ
る
〉
（野
間
宏
）
合
赤
い
繭
」
と

「壁
」
と
は
安
部
公
房
の
方

法
的
征
穏
で
あ
つ
た
。
観
念
と
イ
メ
ー
ジ
が
方
法
の
車
輪
に
乗
つ
て
確
責
に
狂
い
な

く
、何
庭
ま
で
も
無
限
に
運
動
を
つ
ゞ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
つ
た
Ｘ
佐
々
木
基
一
）

〈
こ
の
や
う
な
肇
想
の
角
度
と
弛
み
も
な
い
追
求
力
が

■壁
し
に
見
ら
れ
る
ご
と
き

成
果
を
含
ん
で
現
は
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
戦
後
文
學
の
牧
穫
で
あ
る
〉
（埴
谷
雄

高
じ
。
「第
二
回
戦
後
文
學
賞
」
は
、　
一
九
五
〇
年
度
に
螢
表
さ
れ
た
小
説
、
詩
、
評

論
、
随
筆
、
そ
の
他
の
文
学
的
作
品
の
う
ち
、
〈新
し
い
時
代
の
新
し
い
文
學
を
生
み

出
そ
う
と
す
る
意
欲
の
う
か
が
わ
れ
る
作
品
を
対
象
と
し
て
〉、花
田
清
輝
、野
間
宏
、

椎
名
麟
三
、
佐
々
木
基
一
、
埴
谷
雄
高
の
五
氏
に
よ
る

（小
田
切
秀
雄
は

「昨
年
か



ら
病
臥
に
あ
る
た
め
、
今
回
に
限
り
選
衡
委
員
を
辞
退
、　
一
切
を
他
の
委
員
五
氏
に

委
任
し
た
し、
と
あ
る
）
鐙
衡
の
結
果
、
〈完
全
な
る
意
見

一
致
の
も
と
に
〉、
安
部
公

房
の

「赤
い
南
」
に
決
定
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（３
）
　

【ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
】
昭
和
三
十
五
年
十
月
二
十
七
日

（木
）
午
後
九
時
～
十
時

Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｉ
Ｆ
Ｍ
実
験
放
送

〈音
楽
の
お
く
り
も
の
Ｈ
〉
サ
プ
タ
イ
ト
ル

「
ラ
ジ
オ
の

た
め
の
作
品
し
出
演
‥
男

・
芥
川
比
呂
志
、
女

・
山
岡
久
乃
、
彼

・
熊
倉

一
雄
、
東

京
放
送
劇
団
　
＊
放
送
台
本
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

【舞
台
】
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
八
日

〈木
）
草
月
会
館
ホ
ー
ル
　
草
月
ア
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
主
催
の

「草
月
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

・
シ
リ
ー
ズ
６
作
曲
家
集
団
十
二
月

の
会

〈諸
井
誠
ｙ

で
、
「
バ
ン
ト
マ
イ
ム

・
舞
踏
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

・
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
・
コ
ー
ラ
ス
・
モ
ノ
ロ
ー
グ

・
電
子
音
響
と
の
新
し
い
試
み
に
よ
る
舞
台
の

た
め
の

〈赤
い
南
ｙ

と
し
て
上
演
さ
れ
た
。
朗
読
‥
水
島
弘
、
芥
川
比
呂
志

（４
）
　

ズ
短
篇
小
説
の
面
白
さ
〉
赤
い
繭
」
「
國
文
學
」
昭
和
四
十
四
年
六
月
二
十
日
、

第
十
四
巻
第
八
号
）

（５
）

「〈連
載
講
座
　
安
部
公
房
を
読
む
１
〉
変
形
が
変
革
す
る
も
の
」
∩
月
刊
国
語
教

育
」
平
成
五
年
七
月
二
十
五
日
、
第
十
二
巻
第
六
号
）

（６
）

永
島
貴
吉

「安
部
公
房

■
カ
ン
ガ
ル
ー
・ノ
ー
ト
ヒ

（「國
文
學
」
平
成
四
年
九
月

十
日
、
第
二
十
七
巻
第
十

一
号
）

（７
）
　

「安
部
公
房
論
―
―
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
シ
ス
の
世
界
―
―
」
∩
日
本
文
学
ノ
ー
ト
」

昭
和
五
十
七
年
二
月
二
十
日
、
第
十
七
号
）

（８
）

安
西
徹
雄
訳

『疎
外
の
構
図
―
―
安
部
公
房
、
ベ
ケ
ッ
ト
、
カ
フ
カ
の
小
説
』
（昭

和
五
十
年
六
月
二
十
五
日
、
新
潮
社
）

（９
）
　

「否
定
の
精
神
―
―
安
部
公
房
小
論
」
３
作
家
の
世
界
　
安
部
公
房
」
昭
五
十
三

年
十

一
月
十
五
日
、
番
町
書
房
）

（１０
）
　

「初
期
安
部
公
房
研
究
―
―
寓
意
空
間
の
創
造
―
―
」
∩
東
京
女
子
大
學
　
日
本

文
學
」
昭
和
六
十
三
年
二
月
十
五
日
、
第
六
十
九
号
）

〈１１
）
　

「安
部
公
房

『赤
い
南
」
を
読
む
」
「
国
語
表
現
研
究
」
平
成
四
年
三
月
二
十

一

日
、
第
五
号
）
氏
は

〈
お
れ
》
は
昼
間
は
会
社
員
で
あ
る

〈彼
〉
で
あ
り
、
会
社
員

か
ら
父
親
へ
と
役
割
交
替
す
る
狭
間
で
あ
る
夕
暮
に
、
頭
を
も
た
げ
る

〈素
顔
〉
の

〈
お
れ
》
を
な
ん
と
か

〈な
だ
め
る
〉
こ
と
に
よ
り
、
父
親
と
い
う
役
割
を
引
き
受

け
て
帰
宅
し
て
い
く
の
で
あ
る
、
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
〈
お
れ
〉
と
い
う

「自
己
自

身

。
自
我
」
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親

（〈彼
と

と
い
う

「社
会
的
な

存
在
性
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

（‐２
）
　

「解
説
　
安
部
公
房
―
―
そ
の
人
と
作
品
―
―
」
η
世
界
Ｓ
Ｆ
全
集
二
七
　
安
部

公
房
」
昭
和
四
十
六
年
五
月
二
十

一
日
、
早
川
書
房
）

（・３
）
　

「解
説
」
翁
新
鋭
文
学
叢
書
２
　
安
部
公
房
集
」
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
五
日
、

筑
摩
書
房
）

（・４
）
　

「安
部
公
房
論
―
―
変
身
の
悲
喜
劇
―
―
」
∩
常
葉
国
文
」
昭
和
五
十

一
年
七
月

一
日
、
創
刊
号
）

（‐５
）
　

「安
部
公
房

『赤
い
南
」
論
―
―
そ
の
意
味
と
位
置
―
―
」
∩
近
代
文
学
試
論
」

平
成
元
年
十
二
月
二
十
五
日
、
第
二
十
七
号
）

（・６
）
　

「〈
お
れ
〉
の

〈
ユ
ダ
ヤ
性
〉
に
み
る
実
存
的
状
況
―
―
安
部
公
房

，赤
い
繭
」

論
―
―
し
η
稿
本
近
代
文
学
」
平
成
七
年
十

一
月
十
五
日
、
第
二
十
集
）

（‐７
）
　

「光
と
騎
―
―
阿
部
公
房
　
赤
い
繭
―
―
」
∩
浜
松
短
期
大
学
研
究
論
集
し
平
成

二
年
十
二
月
二
十
日
、
第
四
三
号
）
＊
阿
部
マ
マ

（・８
）

高
校
教
諭
で
あ
る
伊
藤
栄
洪
氏
は

「安
部
公
房

一赤
い
繭
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
生

徒
た
ち
と
の
話
し
合
い
で
―
―
し
∩
言
語
と
文
学
」
昭
和
五
十
六
年
二
月
十
日
、
第

十
三
号
）
に
お
い
て
、
生
徒
に
読
書
教
材
と
し
て

「赤
い
繭
」
を
与
え
、
生
徒
と
の

自
由
な
話
し
合
い
を

〈
レ
ポ
ー
ト
〉
に
ま
と
め
て
い
る
。
清
水
正
氏
は

．．赤
い
繭
」

（安
部
公
房
）
を
読
む
」
η
カ
フ
カ
の

■変
身
」
ま
で
―
―
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
的
野
望

と
そ
の
挫
折
―
―
」
平
成
九
年
七
月
二
十
日
、
Ｄ
文
学
研
究
会
）
に
お
い
て
、
「赤
い

繭
」
を

《
お
れ
〉
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
的
願
望
と
そ
の
挫
折
の
言
語
的
表
出
〉
で
あ
る

と
読
む
。
た
だ
し
、
″母
胎
回
帰
を
め
ざ
す

〈
お
れ
》
は
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
れ

日

（女
陰
）
を
さ
ま
よ
い
続
け
る
が
、
母
を
所
有
す
る

〈
お
れ
》
の
父
で
あ
る

〈梶

棒
を
も
っ
た
彼
〉
に
帰
宅
を
許
さ
れ
な
い
。
巨
大
な
ペ
ニ
ス
で
あ
る

〈
お
れ
〉
は
繭

と
な
る
こ
と
で
去
勢
さ
れ
、
消
滅
す
る
―
―
″
の
よ
う
な
論
展
開
に
は
無
理
が
あ
る

と
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

（・９
）

安
部
公
房
・古
林
尚

「〈戦
後
派
作
家
対
談
１３
　
安
部
公
房
篇
〉
共
同
体
幻
想
を
否

定
す
る
文
学
」
∩
図
書
新
聞
」
昭
和
四
十
七
年

一
月

一
日
）

（２０
）

（１６
）
に
同
じ
。
李
氏
は

〈流
浪
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
存
在
状
況
そ
の
も
の
が

ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
流
浪
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
さ
れ
る
こ
と
で
罪
な
の
で
あ
〉
り
、
〈
ユ
ダ

ヤ
人
が
神
の
命
ず
る
罪
に
よ
っ
て
流
浪
が
運
命
づ
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
〈
お
れ
〉

は

〈
よ
そ
も
の
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

「法
」
の
桐
喝
を
受
け
、
そ
の
た

め
に
、
街
に
入
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
境
界
線
上
を
さ
ま
よ
う
存
在
と
な
ら
ぎ
る
を

え
な
い
〉
と
指
摘
す
る
。

（２‐
）
　

「中
央
公
論
」
昭
和
四
十
三
年
十

一
月

一
日
、
第
八
十
三
年
第
十

一
号
／
同
年
十

二
月

一
日
、
第
八
十
三
年
第
十
三
号

（２２
）

〈
■箱
男
」
附
録
〉
「書
斎
に
た
ず
ね
て
し
（昭
和
四
十
八
年
三
月

一
日
、
新
潮
社
）

（郎
）

「異
端
審
問
官
」
と
い
う
言
葉
は
、
エ
ッ
セ
イ

「
サ
ク
ラ
は
異
瑞
審
問
官
の
紋
章
」

η
朝
日
新
聞
」
昭
和
五
十
六
年
十

一
月
二
十
日
）
に
み
え
る
。



（２
）

（４
）
に
同
じ
。

（２５
）

（・５
）
に
同
じ
。

（２６
）

早
川
勝
広
氏
は
、
（５
）
に
あ
げ
た
論
文
で

〈
お
れ
》
と
い
う

〈自
己
自
身
。自
我
〉

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈父
親
〉
と
い
う
社
会
的
な
存
在
性

（繭
と
い
う
家
）

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
の
で
、
〈
お
れ
》
と

《彼
〉
が
同

一
人
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
最
終
場
面
ま
で
を
考
慮
に
い
れ
て
い
な
い
論
考
で

あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

（２７
×
２８
）

（‐５
）
に
同
じ
。

ｏ
本
稿
に
お
け
る
、
「赤
い
繭
し
か
ら
の
引
用
は
、
「安
部
公
房
全
集
２
」
（平
成
九
年
九
月

十
日
、
新
潮
社
）
に
、
そ
の
他
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
紙
誌
に
拠

っ
」
た
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


