
小
林
秀
雄
「
屑
．
命
の
理
論
」

は
　
じ
　
め
　
に

小
林
秀
雄
が
「
様
々
な
る
意
匠
」
（
昭
4
・
9
）
で
批
評
家
と
し
て
出
発
し
た

時
、
そ
の
批
評
原
理
に
言
語
論
と
と
も
に
宿
命
論
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
周
知

の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宿
命
論
の
詳
細
な
解
明
と
し
て
は
、
小
林
の
教
養
体
験
に

遡
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
脇
坂
氏
の
試
み
が
あ

る
。
．
脇
坂
氏
は
、
「
宿
命
」
を
「
個
人
の
存
在
の
姦
件
が
、
個
人
の
意
志
と
は

無
関
係
に
外
界
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
」
と
解
し
、
さ
ら
に
、
「
宿

命
」
に
は
、
彼
は
彼
以
外
の
も
の
に
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
「
個

【注l〕

人
的
世
界
の
有
限
性
」
の
意
味
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
宿
命
論
の
基
本
観

念
に
つ
い
て
は
、
脇
坂
氏
の
解
釈
に
従
い
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
小
林
の
宿
命
論
に
は
も
う
一
つ
の
宿
命
論
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
宿
命
の
理
論
」
　
（
「
様
々
な
る
意
匠
」
）
、
あ
る
い
は
「
作
家
た
る
宿
命
に

関
す
る
認
識
理
論
」
（
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
　
I
」
昭
5
・
4
）
と
い
う
場
合
が

そ
れ
で
あ
る
。
脇
坂
氏
が
解
説
し
た
宿
命
論
が
、
任
意
の
人
間
、
あ
る
い
は
人

間
一
般
に
お
け
る
宿
命
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
l
般
宿
命
論
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
芸

術
家
（
文
学
者
）
た
る
こ
と
の
宿
命
に
関
す
る
特
殊
宿
命
論
と
亭
っ
べ
き
も
の

【
注
〇
一
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
用
語
の
問
題
に
触
れ
て
お
く
と
、
小
林
が
「
宿
命
の
理
論
」

と
言
う
時
、
そ
れ
は
後
者
を
意
味
し
、
単
に
「
宿
命
」
と
言
う
時
に
は
、
前
者
の

意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
家
た
る
宿
命
に
つ

目

広

〔
注
3
〕

い
て
の
理
論
を
、
こ
れ
か
ら
は
と
く
に
「
宿
命
の
理
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

芸
術
家
た
る
「
宿
命
の
理
論
」
－
こ
つ
い
て
、
小
林
は
、
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子

1
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

放
て
、
宿
命
的
に
感
傷
主
我
に
貫
か
れ
た
日
本
の
作
家
達
が
、
理
論
を

軽
蔑
し
て
来
た
事
は
当
然
で
あ
る
。
作
家
が
理
論
を
持
つ
と
は
、
自
分
と

い
ふ
人
間
（
芸
術
家
と
し
て
で
は
な
い
、
た
ゞ
考
へ
る
人
と
し
て
だ
）
が

こ
の
世
に
生
き
て
何
故
、
芸
術
制
作
な
ど
と
い
ふ
も
の
を
行
ふ
の
か
、
と

い
ふ
事
に
就
い
て
明
瞭
な
自
意
識
を
持
つ
と
い
ふ
事
だ
。
少
く
と
も
こ
れ

の
軋
問
に
強
烈
な
関
心
を
持
つ
事
だ
。
言
は
ば
己
れ
の
作
家
た
る
宿
命
に

〔
注
4
〕

関
す
る
認
識
理
論
を
も
つ
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
宿
命
の
理
論
」
と
は
、
自
分
が
芸
術
に
携
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
必

〔
注
5
〕

然
性
に
つ
い
て
の
自
覚
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
「
芸
術
家
と
し
て
で
は

な
い
、
た
ゞ
考
へ
る
人
と
し
て
だ
」
と
小
林
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
、
自
分
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
を
自
明
な
も
の
と
㌧
た
う
え
で
の
「
認
識

理
論
」
で
は
な
く
、
そ
の
自
明
性
を
徹
底
的
に
懐
疑
す
る
こ
と
を
通
し
て
得
ら

れ
た
「
認
識
理
論
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
宿
命
の
理
論
」
の
背
後
に
は
、
「
少
く
と
も
近
代
文
学
が
発
生
し
て

以
来
、
社
会
に
於
け
る
己
れ
の
作
家
た
る
必
然
性
を
、
冷
然
た
る
自
己
批
判
を

も
っ
て
確
信
し
な
か
っ
た
大
作
家
は
一
人
も
ゐ
な
い
」
　
（
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
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・
Ⅴ
」
昭
5
・
8
）
と
い
う
、
西
洋
近
代
文
学
に
つ
い
て
の
小
林
の
認
識
が
あ
る

わ
け
だ
が
、
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
切
る
以
上
、
小
林
自
身
、
文

芸
批
評
家
と
し
て
出
発
し
た
こ
の
頃
ま
で
に
は
、
す
で
に
自
己
の
芸
術
家
（
文

学
者
）
た
る
必
然
性
に
つ
い
て
の
確
信
は
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
。
つ
ま

り
、
自
己
と
芸
術
と
の
結
び
つ
き
に
対
す
る
懐
疑
の
中
か
ら
芸
術
家
（
文
学

．
者
）
た
る
必
然
性
を
悟
得
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
以
前
の

時
期
に
お
い
て
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い

つ
頃
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
そ
の
悟
得
に
至
る
精
神
の
劇
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

．
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
精
神
劇
の
一
班
、
と
く
に
懐
疑
の
構
造

を
あ
き
ら
か
に
し
っ
つ
、
「
宿
帝
の
理
論
」
の
原
型
が
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
時
期

の
お
お
よ
そ
の
確
定
と
、
そ
の
あ
た
り
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

文
壇
登
場
以
前
の
小
林
の
文
学
活
動
に
通
る
前
に
、
ま
ず
、
次
の
二
つ
の
こ

と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
っ
は
、
引
用
し
た
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
　
I
」
の

「
明
際
な
自
意
識
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
芸
術
家
た
る

必
然
性
の
問
題
に
は
小
林
の
自
意
識
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
▼
γ
こ
と
で

．
濁
る
。
も
う
一
つ
は
、
小
林
が
、
芸
術
を
行
為
の
範
疇
で
準
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
様
々
な
る
意
匠
」
で
は
、
行
為
で
は
な
く
、
「
実
践
」
と
い

う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
結
局
は
同
じ
概
念
で
あ
り
、
「
『
悪
の

撃
』
一
面
」
　
（
昭
2
・
1
1
）
で
は
、
端
的
に
、
「
創
造
と
は
行
為
で
あ
る
」
と

定
義
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
　
I
」
の
一
節
に
も
、
「
何

故
、
芸
術
家
で
あ
る
か
」
と
は
し
な
い
で
、
「
何
故
、
芸
術
制
作
な
ど
と
い
ふ

も
の
を
行
ふ
の
か
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
、
芸
術
を
行

為
と
し
て
捉
え
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
宿
命
の
理
論
」
の
背
後
に
は
、
自
意
識
の
問
題
と

行
為
の
問
題
と
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
が
か
ら
ま
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
が
象
徴
的
な
形
で
出
て
く
る
の
が
、
小

林
秀
雄
の
文
学
的
出
発
で
あ
っ
た
「
一
ツ
の
脳
髄
」
　
（
大
1
3
・
7
）
　
で
あ
る
。

「
一
ツ
の
脳
髄
」
は
、
志
賀
直
哉
風
の
私
小
説
を
番
こ
う
と
し
な
が
ら
も
、

結
果
的
に
は
、
お
よ
そ
志
賀
直
哉
と
は
対
餌
的
な
、
小
林
の
精
神
の
位
置
を
富

呈
さ
せ
た
作
品
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
見
な
い
で
も

い
い
も
の
を
見
て
し
ま
う
」
過
剰
な
自
意
識
が
も
た
ら
し
た
自
我
の
分
裂
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
自
我
に
映
る
外
界
が
有
機
的
な
ま
と
ま
り
を
失
い
か
け
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
い
う
外
界
に
過
敏
な
神
経
の
末
端
部
分
の
み
が
反
応

す
る
よ
う
な
心
理
世
界
　
－
　
こ
の
よ
う
な
内
風
景
が
、
単
一
的
な
志
賀
直
哉
の

自
我
と
は
対
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
、
多
く
の
評
家
が
注
目

し
て
き
た
。
小
説
の
主
題
も
、
そ
う
い
う
心
理
劇
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
掟
述
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
達
が
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
心
理
劇
と
深
く
関
連
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か

ら
突
出
し
た
形
で
出
て
く
る
、
行
為
に
つ
い
て
の
自
意
識
の
認
識
劇
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
注
意
を
ひ
か
れ
る
の
は
、
小
説
末
尾
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

次
の
船
は
仲
々
出
な
い
。
私
は
赤
い
租
の
様
な
汀
に
添
う
て
歩
い
た
。

下
駄
の
歯
が
柔
ら
か
い
砂
地
に
喰
ひ
込
む
毎
に
海
水
が
下
か
ら
静
か
に
蓼

ん
だ
。
足
元
を
見
詰
め
て
歩
い
て
行
く
私
の
月
に
は
そ
れ
は
脳
髄
か
ら
蓼

み
出
る
水
の
様
に
思
は
れ
た
。
水
が
潜
む
、
水
が
蓼
む
、
と
ロ
の
中
で
呟

お
も
て

き
乍
b
、
自
分
の
琴
ら
か
い
頭
の
面
に
、
l
と
足
一
と
足
下
駄
の
歯
を

さ
し
入
れ
た
。
狭
い
浜
の
汀
は
、
や
が
て
畠
き
た
。
私
は
引
き
返
へ
さ
う

と
思
っ
て
振
り
返
っ
た
。
と
、
砂
地
に
一
列
に
続
い
た
下
駄
の
跡
が
月
に

映
っ
た
。
恩
ひ
も
よ
ら
ぬ
も
の
を
混
せ
ら
れ
た
感
じ
に
私
は
ド
キ
づ
と
し

た
。
私
は
あ
わ
て
て
そ
れ
を
脳
髄
に
つ
い
た
下
駄
の
跡
と
一
つ
一
つ
符
合
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さ
せ
よ
う
と
苛
立
っ
た
。
私
は
も
う
l
歩
も
踏
み
出
す
事
が
出
来
な
か
っ

た
。
そ
の
ま
ゝ
丁
度
傍
に
あ
っ
た
岩
に
へ
た
ば
っ
た
　
－
。

砂
地
に
歯
跡
を
つ
け
る
行
為
と
、
そ
れ
を
頭
に
も
刻
み
つ
け
る
意
識
の
作
業

と
は
、
混
然
と
l
体
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
が
、
現
実
の
歯
跡
は
「
恩

ひ
も
よ
ら
ぬ
も
の
」
と
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
。
行
為
と
意
識
と
の
不
一
致
を
、

自
意
識
は
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

自
意
識
と
は
、
意
識
（
第
一
次
的
意
識
）
を
意
識
す
る
第
二
次
的
意
識
の
こ

と
で
あ
る
。
小
林
の
場
合
、
や
は
り
行
為
に
焦
点
が
あ
っ
て
、
自
意
識
は
、
行

為
に
触
発
さ
れ
、
行
為
と
対
を
な
し
て
進
行
す
る
意
識
に
対
し
て
、
そ
れ
を
反

お
も
て

省
す
る
意
識
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
頭
の
面
に
、
一
と

足
一
と
足
下
駄
の
歯
を
さ
し
入
れ
」
る
の
が
第
l
次
的
意
識
で
、
そ
の
歯
跡
と

現
実
の
そ
れ
と
を
「
一
つ
一
つ
符
合
さ
せ
よ
う
」
と
し
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
た
の
が
、
自
意
識
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
不
一
致
の
原
因
が
、
小
林
の
自
我
の
分
裂
に
あ
る
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
の
自
意
識
が
鋭
敏
で
あ
っ
た
た
め
に
、

不
一
致
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
事
の
真
相
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ど
ん
な
人
間
で
あ
れ
、
行
為
と
意
識
と
の
間
に
は
ず
れ
が
あ
る
の
だ
が
、

普
通
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
、
し
か
し
、
鋭
敏
な
自
意
識
を
持
っ
て
い
る

小
林
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
後
に
、
「
志
賀
直

哉
」
（
昭
4
・
1
2
）
　
で
、
「
氏
は
思
索
と
行
動
と
の
間
の
深
淵
を
意
識
し
な
い
。

（
略
）
．
或
は
氏
が
こ
の
深
淵
を
意
識
す
る
と
し
て
も
、
氏
の
欲
情
は
忽
ち
あ
や

ま
つ
事
な
く
深
淵
に
架
橋
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
原
始
人
志
賀
直
哉
に
さ
え

あ
る
こ
の
「
深
淵
」
が
、
今
述
べ
た
ず
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
「
一
ツ
の
脳
髄
」

の
末
尾
部
分
は
、
そ
の
「
深
淵
」
の
発
見
を
語
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

も
う
l
つ
見
の
が
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
不
一
致
に
気
づ
い
た
時
、
．
「
符
合

さ
せ
よ
う
と
苛
立
ち
」
、
遂
に
「
岩
に
へ
た
ば
っ
た
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
、
意
識
と
の
間
に
ず
れ
の
な
い
行
為
、
言
い
換
え
れ
ば
、

意
識
と
隙
間
な
く
必
然
的
な
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
行
為
を
求
め
る
精
神
の

志
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
末
尾
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
意
識
と
行
為
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き

を
希
求
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
、

と
い
う
精
神
の
葛
藤
を
物
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
意
識
と
行
為
の
問
題
は
、
や

が
て
、
自
意
識
論
と
な
っ
て
結
晶
し
、
さ
ら
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
作
品
論

（
と
く
に
「
『
罪
と
罰
」
に
就
い
て
．
I
」
、
「
『
地
下
室
の
手
記
』
と
『
永

遠
の
良
人
』
」
な
ど
）
の
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
原
型
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
意
識
と
行
為
の
問
題
は
、
芸
術
に
対
す
る
懐
疑
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
懐
疑
の
構
造
偲
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

二

次
に
引
く
断
片
は
、
大
岡
昇
平
氏
著
「
朝
の
歌
」
で
公
開
さ
れ
た
も
の
で
、

大
岡
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
四
年
十
月
、
小
林
が
大
島
へ
旅
行
し
た
際

、
注
6
〕

に
雷
か
れ
た
、
「
多
分
富
永
太
郎
宛
の
手
紙
の
下
雨
巴
で
あ
る
。

雨
が
降
る
何
処
に
も
出
ら
れ
ぬ
。
実
に
つ
ら
い
、
つ
ら
い
、
人
が
如
何

し
て
も
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
を
初
め
て
考
へ
た
よ
。
要
す

る
に
食
事
を
し
よ
う
と
い
ふ
鋸
的
な
本
能
よ
り
何
物
も
な
い
の
だ
な
。
又

そ
れ
で
な
け
れ
ば
嘘
な
の
だ
な
。
だ
か
ら
つ
ら
い
の
だ
寓
。
芸
術
の
た
め

龍
生
き
る
の
だ
と
い
ふ
事
は
、
山
椒
魚
の
キ
ン
玉
の
研
究
に
一
生
を
献
げ
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る
学
者
と
、
何
ん
の
異
な
る
処
が
あ
る
の
か
。
人
生
に
於
て
自
分
の
生
命

を
投
げ
出
し
て
儀
を
す
る
点
で
同
じ
ぢ
や
な
い
か
。
亀
は
魔
だ
、
だ
か
ら
嘘

（

†

†

）

だ
。
世
に
は
考
へ
る
と
奇
妙
な
セ
ン
チ
メ
ン
ク
リ
ス
ム
が
存
在
す
る
者
だ
。

「
芸
術
の
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
も
、
「
山
椒
魚
の
キ
ン
玉
の
研
究
に
一
生

を
献
げ
る
」
こ
と
も
、
い
わ
ば
人
生
上
の
価
値
に
お
い
て
相
等
し
い
。
こ
の
種

の
認
識
は
、
芸
術
を
神
聖
視
す
る
態
度
か
ら
抜
け
出
て
い
る
者
な
ら
、
誰
も
が

持
っ
て
い
る
常
識
的
な
も
の
だ
が
、
た
だ
、
小
林
の
場
合
は
、
両
者
を
等
価
と

す
る
時
、
と
も
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
同
等
だ
と
言
う
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
逆
に
、
ど
ち
ら
も
無
価
値
と
い
う
点
で
相
等
し
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

特
徴
が
あ
る
。
両
者
と
も
「
賎
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
嘘
」
で
あ
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

芸
術
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
、
高
尚
な
行
為
と
そ
う

で
な
い
行
為
と
を
例
に
引
き
出
し
て
、
と
も
に
等
佃
で
あ
り
、
「
無
意
味
」
で

あ
る
と
い
っ
た
ふ
う
な
言
葉
が
、
「
X
へ
の
手
紙
」
　
（
昭
7
・
9
）
の
中
に
あ

る
。
「
俺
が
自
分
の
言
動
と
は
ん
た
う
の
自
分
と
の
つ
な
が
り
に
、
な
ん
と
は

知
れ
ぬ
暗
礁
を
感
じ
は
じ
め
て
か
ら
既
に
久
し
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
じ
ま

る
、
自
意
識
の
認
識
劇
を
回
顧
し
た
一
節
の
中
の
言
葉
で
、
断
片
の
内
容
と
は

ぼ
照
応
し
て
い
る
。

榎
雑
な
抽
象
的
な
思
案
に
耽
っ
て
ゐ
よ
う
と
、
た
ゞ
単
に
立
小
便
を
し

て
ゐ
よ
う
と
、
同
じ
様
に
カ
メ
ラ
は
働
く
。
凡
そ
俺
を
小
馬
鹿
に
し
た
俺

の
姿
が
同
じ
様
に
眼
前
に
あ
っ
た
。
俺
に
は
こ
の
同
じ
様
に
と
い
ふ
事
が

堰
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
を
恩
は
う
が
何
を
為
よ
う
が
俺
に
は
無
意
味
だ
、

俺
は
た
1
絶
え
ず
自
分
の
限
界
を
眼
の
前
に
つ
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
事
を

感
じ
た
。

「
カ
メ
ラ
」
と
い
う
の
は
自
意
識
の
比
喩
だ
が
、
注
意
を
ひ
く
の
は
、
有
為
の

等
価
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
こ
の
「
カ
メ
ラ
」
の
作
動
が
も
た
ら
し
た
も
の

で
あ
右
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
意
識
の
眼
を
通
し
て
見
た
時
に
、

ど
ん
な
言
動
も
「
同
じ
様
」
な
姿
に
見
え
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
留
意
し
て
断
片
を
読
み
返
し
て
み
る
と
・
芸
肝
す
㌃
ど
ど
へ
の

懐
疑
は
、
「
一
ツ
の
脳
髄
」
．
で
見
た
、
自
意
識
の
認
識
劇
の
い
わ
ば
応
用
例
で

あ
る
こ
と
に
輿
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
も
行
為
で
あ
る
以
上
、
他
の
行
為
の

場
合
と
同
様
、
芸
術
と
い
う
行
為
と
、
そ
れ
を
行
お
う
と
す
る
意
識
と
の
間
に

は
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
芸
術
も
、
そ
の
必
然
性
の
な

い
点
で
他
の
行
為
と
等
価
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
論
理
で
あ
る
。
小
林
が
、

「
焙
」
　
－
偶
然
性
に
宰
領
さ
れ
る
も
の
1
を
す
る
点
で
「
同
じ
」
だ
と
述

べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
論
理
を
言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
・
「
購
」
を
「
嘘
」
で
あ
る
と
す
る
負
の
評
価
が
出
て
き
た
の
は
、
や
は
り
、

小
林
が
必
然
性
を
倫
理
的
に
志
向
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
つ
ら
い
」
の

も
そ
の
た
め
で
あ
り
、
芸
術
を
含
め
た
お
そ
ら
く
全
て
の
意
誠
的
行
為
は
否
定

さ
れ
、
わ
ず
か
に
、
「
鋸
的
な
本
能
」
に
直
結
し
た
行
為
の
み
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
芸
術
と
い
う
行
為
に
対
す
る
懐
疑
の
構
造
で
あ
る
が
、
興
味
深
い

（
マ
マ
）

の
は
、
断
片
の
、
「
考
へ
る
と
奇
妙
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
が
存
在
す
る
者

だ
」
と
い
う
最
後
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
懐
疑
な
ど
持
っ
た
こ
と
が
な
く
、
文
学
を
神
聖
視
し
、

自
分
が
芸
術
に
携
わ
る
こ
と
を
自
明
な
も
の
と
し
て
信
じ
込
ん
で
い
る
文
学
者

達
へ
の
批
判
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
文
壇
登
場

後
の
最
初
の
文
芸
時
評
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」
に
お
い
て
、
小
林
が
一
貫
し
て

批
判
し
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
文
学
者
達
の
素
朴
な
文
学
信
仰

で
あ
り
、
小
林
が
彼
等
に
殻
げ
つ
け
た
言
葉
は
、
「
感
傷
」
、
「
感
傾
主
義
」
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で
あ
っ
た
。
「
感
傷
主
義
」
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
引
尉
し
て
お
い
た
。
「
感

傷
」
に
つ
い
て
は
、
「
吾
が
国
の
近
代
文
学
者
に
と
っ
て
文
学
は
歴
々
愚
痴
の

対
象
と
な
っ
た
が
、
文
学
が
正
当
に
懐
疑
さ
れ
た
事
は
嘗
て
な
い
」
と
し
て
、

「
文
学
は
昔
乍
ら
の
感
傷
七
素
朴
と
を
も
つ
て
是
認
さ
れ
て
い
る
点
で
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
諸
君
も
芸
術
派
の
諸
君
も
同
じ
に
私
に
は
見
え
る
の
だ
」
　
（
「
ア

シ
ル
と
亀
の
子
　
I
」
∧
昭
5
・
5
V
）
と
い
う
ふ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
見
て
く
れ
ば
、
「
セ
ン
チ
メ
ン
ク
リ
ス
ム
」
は
さ
き
の
解
釈
で
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
、
私
達
は
、
当
時
の
文
壇
に
対
す
る
小
林
の
姿
勢
が
、

こ
の
頃
ま
で
に
出
来
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
上
も
か
く
、
こ
の
懐
疑
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
文
学
者
た
る
必

然
性
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
そ
れ
を
考
案
す
る
前
に
、
こ
の

断
片
の
執
筆
時
期
の
問
題
と
、
断
片
以
後
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
若
干
考
察
し

て
お
こ
う
e

こ
の
断
片
が
大
正
十
四
年
十
月
に
省
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
興
味
深
い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
に
、
小
林
は
、
「
一
ツ

の
脳
髄
」
の
他
に
、
や
は
り
自
我
の
分
裂
と
錯
乱
を
基
調
に
し
た
習
作
的
な
小

説
（
「
飴
」
＜
大
1
3
・
8
V
、
「
ボ
ン
キ
ン
の
笑
ひ
」
＜
大
1
4
・
2
V
）
を
試

み
て
い
る
が
、
こ
の
断
片
以
後
は
、
文
壇
登
場
後
の
最
初
の
小
説
「
か
ら
く

り
」
　
（
昭
5
・
2
）
ま
．
で
、
「
ボ
ン
キ
ン
の
笑
ひ
」
の
改
稿
（
「
女
と
ボ
ン
キ

ン
」
＜
昭
和
2
・
1
2
V
）
以
外
、
創
作
の
筆
を
執
っ
て
い
な
い
。
こ
の
断
片
の

四
か
月
後
に
処
女
評
論
と
も
言
う
べ
き
「
佐
藤
春
夫
の
ヂ
レ
ン
マ
」
　
（
大
1
5
・

2
）
を
古
き
、
以
後
、
翻
訳
以
外
は
専
ら
批
評
を
青
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文

壇
登
場
前
の
こ
の
時
期
に
限
っ
て
言
え
ば
、
小
林
が
小
説
か
ら
批
評
へ
と
転
ず

る
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
と
こ
ろ
に
、
こ
の
断
片
は
位
置
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
っ
て
も
、
私
は
、
こ
の
断
片
に
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
上
の
小
林
の
転
生

扮
詠
の
契
機
を
読
み
と
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
昇
際
そ
れ
は
不
可
埠
ビ
あ

っ
l
て
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
以
後
も
、
数
編
の
小
説
を
小
林
は
試
み
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
時
期
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
が
批
評
の
筆
を
執
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
、
つ
ま
り
は
小
説
の
筆
を
一
旦
折
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
を
、
こ

の
断
片
が
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

「
一
ツ
の
脳
髄
」
以
後
も
、
自
意
識
劇
を
小
説
化
し
て
い
た
小
林
で
あ
っ
た

が
、
彼
の
自
意
識
が
、
そ
の
＜
古
く
こ
と
∨
自
体
の
必
然
性
な
り
、
意
味
な
り

を
問
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
当
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
断
片
の
言

葉
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
学
自
体
へ
の
懐
疑
を
内
攻
さ
せ
て

い
る
人
間
は
、
も
は
や
安
易
に
創
作
の
肇
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ

以
後
も
な
お
文
学
に
関
わ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
文
学
に
携
わ
る
こ
と
の
意
味
を
問

う
た
め
に
＜
む
く
∨
よ
う
な
表
現
方
法
へ
と
お
も
む
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

－
　
そ
れ
が
、
こ
の
期
に
お
け
る
小
林
に
と
っ
て
の
批
評
で
あ
っ
た
と
私
は
考

え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
批
評
が
そ
う
い
う
問
題
を
主
題
と
し
た

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
懐
疑
を
も
っ
た
や
年
（
小
林
）
が
、
ま

ず
周
囲
の
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
」
的
文
学
（
者
）
に
批
判
を
投
げ
つ
け
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
、
当
然
な
成
り
行
き
と
し
て
容
易
に
想
像
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
断
片
の
後
に
書
か
れ
た
最
初
の
評
論
「
佐
藤
春
夫
の
ヂ
レ
ン
マ
」

は
、
実
際
、
そ
の
よ
う
な
体
戒
に
な
っ
て
い
る
。

≡

「
佐
藤
春
夫
の
ヂ
レ
ン
マ
」
は
、
大
正
十
五
年
の
「
中
央
公
論
」
一
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
「
F
O
U
l
I
お
れ
も
さ
う
恩
ふ
」
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
る
。

こ
の
小
説
に
は
、
一
人
の
純
粋
無
垢
な
天
才
青
年
画
家
が
主
人
公
と
し
て
登

場
す
る
。
彼
は
、
芸
術
を
解
さ
な
い
周
囲
の
人
々
と
不
協
和
音
を
醸
し
出
し
、
狂
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人
扱
い
さ
れ
る
ま
で
に
至
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
天
真
さ
を
失
う
こ
と

な
く
絵
を
画
き
続
け
、
遂
に
貧
苦
の
う
ち
に
催
眠
剤
を
飲
み
過
ぎ
て
死
ん
で
し

ま
う
。
彼
の
遺
作
展
は
「
新
芸
術
を
解
す
る
人
々
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
「
パ

リ
・
ジ
ユ
ナ
ル
新
聞
」
に
、
「
彼
は
ア
ン
リ
・
ル
ツ
ソ
ウ
の
や
う
に
朴
前
だ
。

マ
リ
イ
・
ロ
オ
ラ
ン
サ
ン
の
や
う
に
脆
美
だ
」
と
い
う
賞
賛
の
批
評
が
載
る
。

舞
台
は
パ
リ
、
主
人
公
は
天
真
な
苛
年
画
家
、
と
い
う
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
明

る
い
色
彩
の
小
説
で
あ
る
が
、
そ
の
主
題
は
、
「
都
会
の
憂
鬱
」
の
そ
れ
と
基

本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
「
都
会
の
憂
鬱
」
の
主
人
公
は
、
エ
リ
ー
ト
意
識
に
根

ざ
し
た
芸
術
（
家
）
観
を
持
っ
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
人
に
は
、
「
芸
術
家
の

本
能
」
を
持
つ
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
、
芸
術
の

「
魔
力
」
に
憑
か
れ
、
芸
術
に
「
信
仰
帰
依
」
し
う
る
の
は
、
前
者
の
み
で
あ

る
。
こ
う
い
う
選
民
意
識
を
も
っ
た
芸
術
家
至
上
主
義
者
が
周
囲
と
う
ま
く
い

く
は
ず
が
な
く
、
そ
の
疎
外
感
や
孤
独
感
を
描
い
た
の
が
、
「
都
会
の
憂
鬱
」

で
あ
っ
た
。
中
村
光
夫
氏
は
こ
の
主
人
公
は
「
人
間
で
あ
る
前
に
『
芸
術
家
』

【
注
7
）

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
物
か
ら
自
意
識
を
除
き
去
っ
た

の
が
、
ま
さ
に
、
天
才
青
年
画
家
マ
キ
・
イ
シ
ノ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼

は
、
芸
術
家
至
上
主
義
の
哲
学
は
語
ら
な
い
が
、
か
わ
り
に
、
作
者
が
、
「
イ

シ
ノ
か
ら
の
如
き
品
位
を
感
受
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
決
し
て
普
通
の
人
で

は
い
け
な
か
っ
た
」
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
は
、
実
生
活
の

場
に
お
い
て
、
い
か
に
マ
キ
・
イ
シ
ノ
が
「
普
通
の
人
」
と
累
な
っ
て
い
た

か
、
そ
の
相
違
ぶ
り
の
描
写
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
芸
術
家
小
説
に
小
林
が
反
発
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
l
人
の
芸
術
家
が
社
会
に
対
し
て
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
託
す
る
の
は
、
彼
の
作
品
で
あ
っ
て
、
実
生
活
上
で
の
対
世
間

的
な
態
度
な
ど
で
は
な
い
の
だ
が
、
佐
藤
春
夫
は
、
そ
の
こ
と
を
混
同
し
て
、

し
か
も
そ
の
混
同
に
無
頓
着
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
っ
て
も
、
小
林
が
問
題
に

し
て
い
る
の
は
、
作
品
と
実
生
活
と
の
レ
ベ
ル
の
相
違
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
小
林
の
批
判
は
、
や
は
り
、
佐
藤
春
夫
の
芸
術
家
観
に
向
け
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

芸
術
家
を
俗
人
と
先
天
的
に
異
な
っ
た
人
種
と
扱
え
、
そ
の
選
民
性
に
芸
術

家
の
本
質
を
見
る
よ
う
な
芸
術
家
初
を
持
つ
な
ら
ば
、
芸
術
家
を
主
人
公
と
す

る
小
説
を
審
く
場
合
、
必
然
的
に
、
実
生
活
上
で
の
俗
人
と
の
相
違
ぶ
り
を
描

く
こ
と
に
筆
が
傾
く
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
相
違
の
程
度
が
、
そ
の
ま
ま
、
芸

術
家
と
し
て
の
純
粋
さ
、
本
質
の
あ
ら
わ
れ
の
尺
度
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、
作
品
そ
の
も
の
が

芸
術
家
の
本
質
を
語
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
が
欠
落
し
て
く
る
こ
と
に

な
る
。
「
F
O
U
　
－
　
お
れ
も
さ
う
思
ふ
」
で
佐
藤
春
夫
が
行
っ
た
の
は
、
そ

う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
佐
藤
春
夫
を
、
小
林
は
、
「
完
全
に
感

傷
の
波
に
漂
ふ
幻
想
家
で
あ
る
」
と
き
め
つ
け
た
が
、
こ
の
「
感
傷
」
は
、
断

片
の
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
」
と
い
う
言
葉
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
て
い
い

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
小
林
は
佐
藤
春
夫
批
判
に
終
始
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
小
林
自

身
の
芸
術
家
観
を
も
肩
癖
的
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

真
実
の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
存
在
が
社
会
に
対
し
て
一
つ
の

ア
イ
ロ
ニ
イ
で
あ
る
と
感
ず
る
事
は
、
決
し
て
彼
の
創
造
の
観
念
と
な
ら

な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
寄
生
的
な
一
情
趣
に
過
ぎ
な
い
か
ら
。
即
ち

生
き
る
と
い
ふ
事
で
は
な
い
か
ら
だ
。

「
創
造
の
観
念
」
と
「
生
き
る
と
い
ふ
事
」
と
が
一
つ
に
な
っ
た
人
間
、
そ
れ
が

「
真
実
の
芸
術
家
」
で
あ
る
と
い
う
芸
術
家
理
念
で
あ
る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
い

わ
ゆ
る
素
朴
派
の
画
家
ア
ン
リ
・
ル
ソ
オ
は
そ
の
即
日
的
な
典
型
で
あ
っ
て
、
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「
ル
ソ
オ
に
は
森
で
紛
っ
た
木
の
葉
を
写
す
こ
と
は
生
き
る
事
」
で
あ
っ
た
。

近
代
の
病
弊
を
存
分
に
浴
び
た
ジ
ュ
ウ
ル
・
ラ
フ
ォ
ル
ダ
も
、
「
彼
が
芸
術
家

で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
惨
め
．
な
姿
を
意
識
し
て
、
憐
憫
を
抱
い
て
こ
の
世
か
ら

遁
走
す
る
の
に
、
彼
の
生
涯
の
血
と
涙
と
を
超
し
た
事
に
あ
る
」
と
す
る
。
自

意
識
と
い
う
座
標
軸
を
置
い
て
み
れ
ば
、
二
人
の
位
置
は
け
っ
し
て
近
く
は
な

い
は
ず
だ
が
、
ど
う
や
ら
、
小
林
は
、
両
者
と
も
、
芸
術
と
自
身
と
の
結
び
つ
き

北
必
然
性
が
あ
っ
た
芸
術
家
、
す
な
わ
ち
「
真
実
の
芸
術
家
」
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
家
橡
を
提
示
す
る
以
上
、
小
林
自
身
、
文
学

者
た
る
必
然
性
に
つ
い
て
の
確
信
が
出
来
あ
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
さ
れ
る
。
後
に
、
「
我
ま
1
な
感
想
」
　
（
昭
5
・
1
1
）
で
、
「
文
学
を
軽
旗

す
る
事
と
文
学
を
一
生
の
仕
事
と
覚
悟
す
る
事
と
は
紙
一
重
で
、
そ
し
て
そ
の

間
の
事
情
を
悟
る
に
は
も
は
や
他
人
の
言
葉
は
l
文
の
足
し
に
も
な
ら
ぬ
」
と

語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が
小
林
自
身
の
体
験
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
「
佐
藤
春
夫
の
ヂ
レ
ン
マ
」
の
時
に
は
、
す
で
に
こ
の
「
紙
一
重
」
を

く
ぐ
り
抜
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
懐
疑
の
果
て
で
、

文
学
者
た
る
「
宿
命
」
を
悟
得
す
る
と
い
う
体
験
を
通
過
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
宿
命
の
理
論
」
は
、
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
佐
藤
春
夫
の

ヂ
レ
ン
マ
」
よ
り
一
か
月
後
に
発
表
さ
れ
た
「
性
格
の
奇
蹟
」
　
（
大
1
5
・
3
）

で
確
か
め
る
こ
上
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

「
性
格
の
奇
蹟
」
は
、
二
つ
の
「
性
格
」
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ

で
あ
る
。
一
っ
は
、
人
間
一
般
に
お
け
る
「
性
格
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

芸
術
家
の
「
性
格
」
で
あ
る
－
ま
ず
前
者
か
ら
見
て
い
く
と
、
人
間
の
「
性

格
」
に
つ
い
て
小
株
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
0

性
格
と
は
顔
で
あ
る
。
そ
れ
は
画
家
の
仕
事
だ
と
言
ふ
の
か
7
然
し
、

黙
っ
て
坐
っ
て
ゐ
た
兵
隊
が
ロ
を
開
い
た
途
端
、
画
家
の
観
念
は
、
忽
ち

小
説
家
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
移
調
積
れ
て
行
く
事
を
如
何
し
よ
う
。
両

も
、
会
話
か
ら
会
話
者
の
行
動
を
取
り
去
っ
た
あ
と
に
l
体
何
が
残
る
の

か
？
性
格
と
は
行
動
で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
、
さ
ら
に
、
「
芸
術
家
に
と
っ
て
、
人
間
の
性
格
と
は
、
そ
の

行
動
で
あ
っ
て
断
じ
て
心
理
で
は
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
も
主
張
さ
れ
、
そ
れ

が
、
心
理
主
義
的
な
傾
向
の
考
え
に
対
す
る
批
判
と
衷
表
を
な
し
て
い
る
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
理
学
は
「
心
理
」
と
い
う
仮
設
を
つ
く
り
、
そ
れ

に
も
と
づ
い
て
「
性
格
」
を
概
念
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
が
、
小
林
は
、
そ

の
よ
う
な
捉
え
方
を
退
け
、
「
性
格
」
を
人
間
の
肉
体
の
動
き
の
中
に
「
イ
リ
ュ

ー
ジ
ョ
ン
」
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
小
林
が
い
わ

ゆ
る
行
動
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
行
動
主
義
の

場
合
は
、
人
間
を
よ
り
合
理
的
に
分
析
す
る
た
め
に
「
行
動
」
と
い
う
轟
点
を

設
け
る
の
だ
が
、
小
林
の
言
う
「
行
動
」
は
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
満
っ
て
、

「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
や
「
幻
怪
な
行
動
の
神
秘
」
と
い
う
言
い

方
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
行
動
」
は
、
い
わ
ば
合
理
的
把
握
が
不
可
能

な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
林
に
と
つ
て

の
「
行
動
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
私
が
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
首
革
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
意
識
と
の
間
に
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
意
識
の
管
轄
を
は
み
出

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
「
行
動
」
は
、
意
識
に
よ
る
把
握

を
越
え
出
た
、
「
幻
怪
」
な
、
「
神
秘
」
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て

く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
行
動
」
に
、
小
林
は
、
「
人
間
の
性
格
」
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
人
の
そ
の
人
た
る
所
以
の
も
の
、
独
自
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
性
格
」
観
の
う
え
に
、
「
性
格
と
は
顔
で
あ
る
」
、
「
兵
隊

も
紳
士
も
番
頭
も
、
神
様
か
ら
戴
い
た
甑
を
如
何
し
よ
う
も
な
く
肩
の
上
で
動

か
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
を
つ
な
い
で
み
る
と
、
「
性
格
」
が
、
「
宿
仲
」

の
異
名
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
「
様
々
な
る
意
匠
」
で
も
、
「
性

格
」
は
「
宿
命
」
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
有
名
な
一
節

で
あ
る
。

…
…
血
球
と
共
に
得
る
l
真
実
と
は
そ
の
人
の
宿
命
の
異
名
に
過
ぎ
ぬ
。

或
る
人
の
扇
の
性
格
l

と
い
ひ
、
芸
術
家
の
独
創
性
と
い
ひ
又
異
つ
た
も
の

を
指
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
宿
命
」
＝
「
性
格
」
－
1
「
独
創
性
」
と
い
う
等
式
で
あ
る
が
、
「
独
創
性
」

の
項
も
、
「
性
格
の
奇
蹟
」
に
見
ら
れ
る
。

真
の
芸
術
家
に
と
っ
て
、
美
と
は
彼
の
性
格
の
発
見
と
い
ふ
事
で
あ
る

そ
し
て
彼
の
発
見
し
た
性
格
の
命
令
は
唯
一
っ
で
あ
る
。
独
創
性
に
違
反

す
る
事
は
い
か
な
る
天
才
に
も
許
さ
れ
ぬ
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
冒
班
で
述
べ
た
一
般
宿
命
論
に
お
け
る
「
宿
命
」
の

観
念
と
は
ぼ
同
内
容
の
観
念
が
、
「
性
格
の
奇
蹟
」
の
時
点
で
、
す
で
に
小
林

の
な
か
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
ヱ
と
が
で
き
る
。
芸
術
家
た
る
「
宿

命
の
理
論
」
龍
っ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
う
；
の
「
性
格
」
で
あ
る
「
芸

術
家
の
性
格
」
と
や
っ
の
が
、
．
そ
れ
に
該
当
す
る
。

第
二
の
秘
密
が
教
を
出
す
。
芸
術
家
の
性
格
と
．
い
ふ
事
で
あ
る
。
人
間

（
マ
マ
）

の
性
格
が
行
動
で
あ
っ
て
心
理
で
は
な
い
と
勧
ず
る
事
は
、
ゐ
わ
ゆ
る
概

念
が
飛
散
し
た
最
後
に
残
る
芸
術
家
の
純
精
な
イ
リ
ユ
ジ
．
ヨ
ン
に
他
な
ー
セ

ぬ
。
こ
の
イ
リ
ユ
一
ジ
ョ
ン
を
掴
ん
だ
時
、
彼
は
芸
術
家
の
性
格
と
い
ふ
も

の
を
発
見
す
る
の
だ
。

「
芸
術
家
の
性
格
」
と
い
う
言
葉
を
「
芸
術
家
の
宿
命
」
と
い
う
言
葉
に
置

さ
換
え
て
や
れ
ば
、
こ
の
一
節
が
、
い
さ
さ
か
性
急
に
で
は
あ
る
が
、
「
宿
命

の
理
論
」
を
物
語
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

そ
れ
は
、
芸
術
家
と
は
人
間
を
「
行
動
」
の
相
の
下
に
「
イ
リ
ユ
ジ
ョ
ン
」
と

し
て
担
え
る
に
至
っ
た
者
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
到
達
し
た

者
は
、
自
分
が
芸
術
家
た
る
べ
き
「
性
格
」
　
（
宿
命
）
を
所
有
し
て
い
る
こ
と

を
自
覚
す
る
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
や
や
強
引
な
論
理
で
は
あ
る
が
、
l
般

的
に
考
え
て
も
、
こ
の
論
理
は
そ
れ
な
り
に
首
肯
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
論
理
を
語
る
小
林
の
、
い
わ
ば
心
情
の
論
理
と
い

っ
た
も
の
は
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芸
術
の
本
質
的
な
働
き

と
い
う
も
の
は
、
事
象
（
人
間
に
限
ら
ず
）
を
、
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

イ
メ
ー
ジ
、
小
林
の
言
葉
で
言
え
ば
「
イ
リ
ユ
ジ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
湛
え
る

こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
わ
け
だ
が
、
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
イ

リ
ユ
ジ
ョ
ン
」
が
見
え
て
き
た
者
が
、
そ
れ
以
後
も
、
認
識
を
深
め
て
ゆ
こ
う

と
す
る
場
合
、
芸
術
の
道
を
選
ぶ
こ
と
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
の
は

ご
く
自
然
の
成
り
行
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
林
は
、
「
宿
命
の
理
論
」

の
例
証
と
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
イ
と
い
っ
た
文
学
者
の

名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
、
小
林
自
身
も
、
「
人
間
の
性
格
」
を
「
行

動
」
の
相
の
下
に
観
る
に
至
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
等
、
世
界
の
文
豪
と
同

じ
く
、
そ
の
論
理
に
該
当
す
渇
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
小
林
は
、

「
芸
術
家
の
性
格
」
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
「
発
見
」
を

こ
こ
一
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
濁
る
。
「
宿
命
の
理
論
」
は
、
ま
ず
は
こ
ん
塞
ふ

う
な
形
で
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
で
、
本
稿
の
当
初
の
目
的
は
一
応
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、

な
お
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
「
宿
命
の
理
論
」
の

論
理
構
造
が
問
塩
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
l
に
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意
識
と
必
然
的
な
結
び
つ
き
の
な
い
こ
と
が
「
行
動
」
の
本
質
で
あ
り
、
芸
術

と
い
う
行
為
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
小
林
の
芸
術
に
対
す
る
懐
疑
も
そ

こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
を
「
行
動
」
の
相
の
下
に
観
る

と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
す
る
と
、

「
宿
命
の
理
論
」
は
、
芸
術
に
つ
い
て
の
否
定
的
認
識
の
徹
底
が
芸
術
に
対
す

る
肯
定
的
態
度
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
理
構
造
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
、
「
我
ま
～
な
感
想
」
の
「
文
学
を
軽
蔑
す
る

事
と
文
学
を
l
生
の
仕
事
と
覚
悟
す
る
事
と
は
紙
l
重
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉

を
引
い
て
お
い
た
が
、
「
宿
命
の
理
論
」
は
、
ま
さ
に
「
紙
一
重
」
の
と
こ
ろ

で
否
定
と
肯
定
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
論
理
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
何

故
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
可
能
な
の
か
。
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は

小
林
の
虚
無
の
認
識
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
虚
無

の
認
識
が
、
「
紙
一
重
」
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
成

立
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
宿
命
の
理
論
」
は
、
こ
の
問

題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
輪
郭
が
よ
り
一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る

で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稲
を
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
と
も
あ
れ
、
「
性
格
の

奇
蹟
」
の
時
点
で
、
小
林
は
、
自
己
の
「
芸
術
家
の
性
格
」
と
い
う
も
の
に
確

信
を
抱
い
て
い
た
。
あ
と
は
そ
の
確
信
に
「
宿
命
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
て
や

る
だ
け
で
あ
る
。
「
性
格
の
奇
蹟
」
の
七
か
月
後
に
発
表
さ
れ
た
、
小
林
の
次

の
評
論
「
人
生
析
断
家
ア
ル
チ
ユ
ル
・
ラ
ン
ポ
オ
」
　
（
大
1
5
・
1
0
）
に
、
は
じ

め
て
「
宿
命
」
の
語
が
登
壇
す
る
の
で
あ
る
。

注
1
、
脇
坂
充
「
小
林
秀
雄
の
方
法
と
思
想
性
」
　
（
『
日
本
近
代
文
学
資
料
茫

昏
　
小
林
秀
雄
』
＜
有
精
堂
、
昭
5
2
・
6
V
所
収
）
。

注
2
、
「
宿
命
」
を
、
文
学
者
の
「
宿
命
」
、
も
し
く
は
表
現
者
の
「
宿
命
」

に
限
定
し
て
解
釈
し
た
論
考
と
し
て
は
、
江
藤
淳
氏
の
『
小
林
秀
雄
b

（
講
談
社
、
昭
3
6
・
1
1
）
が
あ
る
。
氏
は
、
「
宿
命
」
を
「
『
死
』
の
所

有
」
と
し
、
「
『
宿
命
』
を
わ
が
手
に
握
っ
た
と
き
、
人
は
は
じ
め
て

『
文
学
』
に
な
り
う
る
『
意
匠
』
を
ま
と
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
3
、
宿
命
論
を
、
「
宿
命
」
　
（
論
）
と
「
宿
命
の
理
論
」
と
に
は
っ
き
り
分

け
、
「
宿
命
の
理
論
」
を
、
文
学
者
た
る
こ
と
の
宿
命
に
関
す
る
理
論
と

し
て
解
釈
し
た
論
考
に
、
亀
井
秀
雄
氏
の
『
小
林
秀
雄
論
』
　
（
塙
書
房
、

昭
4
7
・
1
1
）
が
あ
る
。
注
5
参
照
。

注
4
、
以
下
、
小
林
秀
雄
の
文
章
の
引
用
は
、
原
則
的
に
新
潮
社
版
『
小
林
秀

雄
全
集
』
　
（
昭
4
2
～
4
3
）
　
に
よ
る
が
、
全
集
に
収
錦
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
初
出
雑
誌
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
等
の
表
記
に
つ

い
て
は
、
印
刷
の
都
合
上
、
一
部
改
め
た
所
が
あ
る
。

注
5
、
亀
井
秀
雄
氏
は
、
『
小
林
秀
雄
論
』
　
（
前
掲
雷
）
に
お
い
て
、
「
自
分

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

自
身
の
生
活
展
閑
の
た
め
に
文
学
の
世
界
を
必
然
的
な
目
的
と
せ
ず
に
は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

い
ら
れ
な
か
っ
た
所
以
、
そ
の
仝
生
活
過
程
へ
の
認
識
、
そ
れ
が
小
林
秀

雄
の
言
う
『
宿
命
の
理
論
』
で
あ
っ
た
」
と
し
、
さ
ら
に
、
「
宿
命
の
理

論
と
は
要
す
る
に
意
識
さ
れ
た
生
活
過
程
の
謂
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
自
分
は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

書
く
の
か
、
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
と
し
て
生
い
育
っ
て
き
て
し
ま
っ
た

の
か
と
い
う
問
い
に
関
し
て
、
明
ら
か
な
自
覚
を
抱
く
こ
と
に
は
か
な
ら

な
い
」
　
（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
宿
命
の
理
論
」
と
は
文
学

者
た
る
必
然
性
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
、
と
す
る
点
に
お
い
て
、
亀
井
氏

の
解
釈
は
、
私
の
考
え
と
一
致
し
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
教
わ
る
と
こ
ろ

が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
亀
井
氏
の
解
釈
を
全
面
的
に
軍
っ
に
は
、

な
お
疑
問
が
残
っ
て
い
る
。

亀
井
氏
の
解
釈
も
、
本
稿
で
引
用
し
た
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
　
I
」
の
一
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節
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
が
、
小
林
の
言
葉
と
亀
井
氏
の
そ
れ
と
を
読
み

比
べ
て
み
る
と
、
両
者
の
問
に
は
、
食
い
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

小
林
が
、
「
何
故
、
芸
術
制
作
な
ど
と
い
ふ
も
の
を
行
ふ
の
か
」
♪
現
在
形

で
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
亀
井
氏
は
、
い
わ
ば
過
去
形
（
傍
点
部
分
）

の
「
礼
間
」
の
形
に
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
疑
問
に
思
う
の

は
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

文
学
者
た
る
必
然
性
に
対
す
る
「
乱
問
」
が
過
去
形
の
形
で
問
わ
れ
た

の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
亀
井
氏
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
「
必
然
的
な

所
以
」
を
、
自
分
の
過
去
を
含
め
た
「
仝
生
活
過
程
」
の
認
識
の
中
か
ら

あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
行
く
だ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
、
小
林

は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
の
「
乱

問
」
は
、
小
林
の
言
葉
通
り
、
現
在
形
の
問
い
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
仝
生
活
過
程
」
の
認
識
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

自
意
識
に
よ
る
問
い
か
け
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
「
乱
問
」
を
過
去
形
の
形
で
理
解
す
る
と
、
文
学
者
と
な
っ
た
時

点
l
こ
お
い
て
も
、
小
林
は
、
自
己
の
文
学
者
た
る
必
然
性
の
問
段
に
つ
い

て
．
い
ま
だ
決
着
を
つ
け
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら
そ
の
「
必
然

的
な
所
以
」
を
問
う
て
行
こ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
ふ
う
な
解
釈
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
や
「
ア
シ
ル
と
亀

の
子
」
を
書
い
た
時
に
も
、
小
林
は
、
い
ま
だ
、
自
己
の
文
学
者
た
る
必

然
性
に
つ
い
て
の
確
信
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

実
際
、
亀
井
氏
は
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
、
小
林
が
「
様
々
な
る
意
匠
」

を
書
い
て
文
芸
批
評
家
と
し
て
出
発
し
た
の
も
、
そ
の
動
機
の
一
つ
に
、

「
文
学
と
お
の
れ
の
生
活
過
程
と
の
必
然
的
な
結
ば
れ
方
を
認
識
し
て
ゆ

く
た
め
」
（
前
掲
番
）
と
い
う
間
接
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
必
然
性
の
間
近
は
、
「
様

々
な
る
意
匠
」
以
前
に
お
い
て
、
決
着
は
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

文
芸
批
評
家
こ
し
て
出
発
し
た
時
に
は
、
す
で
に
、
小
林
は
、
自
己
の
文

学
者
た
る
必
然
性
に
つ
い
て
の
確
信
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
必
然
性
の
問
題
は
、
や
は
り
、
「
ア
シ
ル

と
亀
の
子
　
1
」
の
言
葉
通
り
、
自
意
識
に
よ
る
現
在
形
の
「
礼
問
」
と

し
て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
小
林
も
、
そ
の
よ
う
に
問
う

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
全
生
活
過
程
」
云
々

と
い
っ
た
発
想
も
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
小
林
の
中
に
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

注
6
、
大
間
昇
平
『
中
原
中
也
』
　
（
角
川
書
店
、
昭
4
9
・
1
）
所
収
。

注
7
、
中
村
光
夫
『
佐
藤
春
夫
論
』
　
（
文
芸
春
秋
新
社
、
昭
3
7
・
1
）
。

（
l
九
八
二
年
七
月
三
l
日
稿
了
）

－
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－
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