
「
体
制
に
迎
合
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
老
荘
を
持
ち
出

す
必
要
も
な
く
、
幕
初
以
来
の
孔
孟
の
害
で
十
分
間
に
合
っ
た
だ
ろ
う
」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
〈
な
ぜ
老
荘
な
の
か
〉
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
著

者
は
、
老
荘
思
想
の
相
対
論
や
、
「
無
用
の
用
」
の
思
想
、
寓
言
と
い
う

表
現
方
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
近
世
初
期
以
来
の
朱
子
学
的
色
彩
の
強
い

高
圧
的
で
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
知
足
安
分
論
」
が
「
言
わ
ば
オ
ブ
ラ
ー

ト
に
包
ま
れ
て
、
民
衆
に
と
っ
て
受
け
容
れ
易
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
私
は
む
し
ろ
逆
の
印
象
を

い
だ
く
。
一
八
世
紀
中
葉
の
祖
棟
以
後
の
知
的
世
界
が
、
老
荘
思
想
の
中

に
見
出
し
た
の
は
、
ま
さ
に
時
空
を
超
え
て
す
べ
て
を
相
対
化
す
る
視
点

と
、
反
語
や
寓
言
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
既
成
の
価
値
体
系
を

転
覆
さ
せ
る
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
芭
蕉
以
降
、
老
荘
思
想
の
担
い

手
で
あ
っ
た
俳
諾
に
お
け
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
精
神
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
老
子
の
反
語
的
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
体
制
迎
合
的
思
想
の
オ
ブ
ラ
ー

ト
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
に
は
、
私
は
同
意
し
が
た
い
も
の
を
感
じ
る
。

む
し
ろ
、
柤
棟
以
後
の
老
荘
流
行
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
老
荘
思
想
の
魅

力
は
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
力
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
近
世
初
期
の
羅
山
が
、
反
儒
教
的
要
素
と
し
て
見
出
し
て
い
た
毒
と

は
位
相
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
儒
教
的
解
釈
の
な
か
に
取
り
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
は
解
毒
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
何
者
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
老
荘
思
想
の
受
容
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
〃
受
容
〃

の
質
の
違
い
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
林
羅
山
に
と
っ
て
の
老

子
受
容
と
、
石
田
梅
岩
に
お
け
る
老
子
受
容
と
は
け
っ
し
て
同
質
で
は
な

現
在
も
日
本
思
想
史
学
と
い
う
学
問
分
野
に
関
わ
る
研
究
者
の
数
は
さ

ほ
ど
多
く
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
学
問
分
野
に
関
わ
る
研
究
者
の
研
究
来

歴
は
、
意
外
と
多
様
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
試
み
に
日
本
思
想
史

学
会
の
名
簿
を
眺
め
て
み
て
も
、
恐
ら
く
「
本
流
」
と
考
え
ら
れ
る
村
岡

典
嗣
が
確
立
し
て
き
た
文
献
学
的
な
学
風
に
連
な
る
研
究
者
の
他
に
も
、

和
辻
哲
郎
な
ど
の
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
の
系
譜
に
た
つ
と
思
わ
れ

る
研
究
者
、
あ
る
い
は
丸
山
真
男
以
降
の
日
本
政
治
思
想
史
の
方
法
に
た

つ
研
究
者
、
さ
ら
に
歴
史
学
・
日
本
史
学
、
宗
教
学
・
宗
教
思
想
史
（
仏

い
。
羅
山
の
『
老
子
盧
斎
口
義
』
が
、
柤
棟
学
以
後
も
そ
の
存
在
意
義
を

失
わ
な
か
っ
た
と
い
う
著
者
の
主
張
が
説
得
性
を
持
つ
た
め
に
は
、
こ
れ

ら
の
位
相
の
違
い
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
今

後
の
成
果
を
待
ち
た
い
。

（
千
葉
大
学
助
教
授
）

安
丸
良
夫
著

『
〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
』

（
校
倉
書
房
・
一
九
九
六
年
）

桂
島
宣
弘
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教
学
・
仏
教
思
想
史
や
神
道
学
・
神
道
思
想
史
）
、
ま
た
教
育
学
・
教
育
思
想

史
や
日
本
民
俗
学
の
領
域
か
ら
日
本
思
想
史
学
に
関
わ
っ
て
き
た
研
究
者

な
ど
が
確
認
で
き
よ
う
。
無
論
、
研
究
来
歴
が
多
様
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
日
本
思
想
史
学
と
い
う
学
問
が
全
く
バ
ラ
バ
ラ
に
個
別
に
展
開
さ

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
戦
後
の
日
本
思
想
史
学
は
、
こ

う
し
た
多
様
な
出
自
・
方
法
に
た
つ
研
究
者
が
、
互
い
の
動
向
に
気
を
配

り
な
が
ら
、
実
は
戦
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
を
映
し
出
し
つ
つ
、
意
外

と
同
じ
「
物
語
」
を
紡
ぎ
だ
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
出
自
・
方
法
に
た
と
う
が
、
そ
こ
に
は
共
時
的
に
み
て
共
通

す
る
問
題
意
識
が
あ
り
、
何
ら
か
の
共
通
す
る
方
法
や
性
格
が
刻
印
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や

近
代
主
義
、
あ
る
い
は
「
日
本
文
化
」
論
の
問
題
、
そ
し
て
最
近
で
あ
れ

ば
国
民
国
家
論
の
問
題
な
ど
が
、
共
通
し
た
問
題
意
識
を
象
徴
す
る
テ
ー

マ
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
お
い
て
、

扱
う
素
材
や
各
テ
ー
マ
に
関
す
る
見
解
が
相
違
す
る
に
し
て
も
、
そ
う
し

た
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
実
は
総
体
と
し
て
同
じ
「
物
語
」
を
紡
ぎ

だ
す
場
合
も
多
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
物
語
」

と
し
て
あ
っ
た
近
代
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
が
解
体
的
危
機
に
瀕
し
、

一
九
世
紀
以
降
の
〈
学
知
〉
自
体
の
根
底
的
検
討
が
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
て

い
る
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
共
通
す
る
問
題
意
識
・
方
法
・
性
格
に
こ

そ
目
を
注
ぎ
、
そ
こ
に
醸
し
だ
し
だ
さ
れ
て
き
た
「
物
語
」
を
対
自
化
す

る
作
業
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
思
い
を
漠
然
と
抱
い
て
い
た
と
き
に
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
作

業
を
行
う
絶
好
の
〈
導
き
の
書
〉
と
し
て
本
書
が
現
れ
た
。
著
者
の
安
丸

良
夫
氏
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
戦
後
日
本
史
学
の
動
向
を
リ
ー
ド
し
て
き

た
代
表
的
研
究
者
の
一
人
で
あ
り
、
日
本
近
世
思
想
史
研
究
の
な
か
に
民

衆
思
想
史
研
究
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
構
築
し
て
き
た
研
究
者
で
あ

る
。
そ
の
安
丸
氏
が
日
本
思
想
史
学
に
方
法
的
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ

て
き
た
の
か
、
本
書
は
そ
の
来
歴
を
克
明
に
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

安
丸
氏
よ
り
も
か
な
り
後
に
こ
の
学
問
分
野
に
関
わ
っ
た
筆
者
と
し
て
も
、

本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
が
初
め
て
発
表
さ
れ
た
時
点
で
の
時
代
の
雰
囲

気
、
学
問
方
法
の
有
し
て
い
た
性
格
な
ど
が
、
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ

る
。
無
論
、
本
書
は
単
な
る
回
顧
の
意
味
で
一
九
六
二
年
に
遡
る
初
出
論

文
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
収
め
た
の
で
は
な
い
。
表
象
と
し
て
現
れ
る
歴
史

的
「
事
実
」
、
そ
れ
を
「
解
釈
」
す
る
際
に
作
用
す
る
現
実
世
界
の
全
体
性
、

そ
れ
と
向
き
合
う
「
私
」
と
い
う
個
の
内
面
性
の
三
者
が
紡
ぎ
だ
す
「
物

語
」
と
し
て
歴
史
認
識
を
捉
え
る
安
丸
氏
は
（
二
九
頁
以
下
）
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
動
向
の
な
か
で
、
内
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
生
ま

れ
、
そ
の
上
で
歴
史
的
「
事
実
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
「
解
釈
」
し

て
き
た
の
か
と
い
う
「
舞
台
裏
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
正
面
か
ら

見
据
え
た
論
考
の
み
を
敢
え
て
集
め
、
現
段
階
に
お
け
る
方
法
的
検
討
の

作
業
に
供
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
そ
の
三
者
の
あ
り
よ
う
を
提
示
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
が
い
か
に
過
去
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
在
も
同
様

な
構
造
で
歴
史
認
識
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
通

時
的
な
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
積
極
的
主
張
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
安
丸
氏
自
身
は
「
三
十
年
以
上
に
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よ
う
に
、
わ
た
く
し
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
自
ら
の
研
究
の
節
目
節
目
で
こ
の
よ
う
な
方
法
論
に

関
わ
る
論
考
を
積
み
上
げ
て
き
た
安
丸
氏
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
。

善
か
れ
悪
し
か
れ
、
日
本
思
想
史
学
の
帰
趨
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
て
い
る

現
在
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き

い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
度
こ
そ
、
真
塾
な
方
法
的
議
論
が
行

わ
れ
れ
ば
と
い
う
切
迫
し
た
思
い
が
込
め
ら
れ
た
書
の
登
場
で
あ
る
。

ま
ず
初
め
に
本
書
の
主
要
目
次
と
初
出
年
を
掲
げ
て
お
く
。
「
第
１
部

方
法
へ
の
模
索
」
は
以
下
の
九
章
か
ら
な
る
。
「
一
、
日
本
マ
ル
ク
ス
主

義
と
歴
史
学
（
一
九
七
九
年
）
／
二
、
方
法
規
定
と
し
て
の
思
想
史
（
一

九
八
二
年
）
／
三
、
『
明
治
精
神
史
』
の
構
想
力
（
一
九
六
五
年
）
／
四
、

「
民
衆
思
想
史
」
の
立
場
（
一
九
七
七
年
）
／
五
、
思
想
史
研
究
の
立
場
（
一

九
七
二
年
）
／
六
、
前
近
代
の
民
衆
像
（
一
九
八
○
年
）
／
七
、
民
衆
史
の

課
題
に
つ
い
て
（
一
九
七
七
年
）
／
八
、
史
料
に
問
わ
れ
て
（
一
九
九
二
年
）

／
九
、
文
化
の
戦
場
と
し
て
の
民
俗
（
一
九
八
九
年
）
」
。
続
く
「
第
Ⅱ
部

状
況
へ
の
発
言
」
は
次
の
五
章
か
ら
な
る
。
「
十
、
日
本
史
研
究
に
も
っ

と
論
争
を
！
（
一
九
九
三
年
）
／
十
一
、
歴
史
研
究
と
現
代
日
本
と
の
対

わ
た
っ
て
お
な
じ
よ
う
な
問
題
の
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
い
た
だ
け

だ
」
と
謙
遜
の
語
を
添
え
る
が
（
三
一
頁
）
、
実
は
そ
こ
に
も
重
い
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
戦
後
を
貫
き
、
今
も

作
用
し
て
い
る
問
題
に
目
を
凝
ら
せ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
こ
に
は
存

在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
一
九
六
二
年
に
遡
る

初
出
論
文
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る

第
１
部
を
通
読
し
て
み
る
と
、
安
丸
氏
の
民
衆
思
想
史
研
究
が
主
に
四

つ
の
問
題
と
の
格
闘
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
第
一
は
、
戦
後
の
歴
史
学
・
日
本
史
学
に
絶
大
な
影
響
力
を
誇

っ
た
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
（
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
）
で
あ
り
、
第
二

は
丸
山
真
男
氏
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

五
二
年
）
、
そ
し
て
第
三
は
六
○
年
代
か
ら
盛
ん
に
な
る
近
代
化
論
、
第

四
は
色
川
大
吉
氏
の
民
衆
思
想
史
研
究
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
四

者
は
安
丸
氏
に
と
っ
て
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
た
問
題
で
あ
っ
て
、
わ

た
く
し
な
り
に
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
思
想
を
社
会
性
と
の
関
連
で

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
こ
そ
が
安
丸
氏
の
格
闘
し
て
き

た
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
統
派
マ
ル

ク
ス
、
王
義
は
、
殊
に
戦
後
の
社
会
経
済
史
主
導
の
そ
れ
は
、
こ
の
問
題
に

対
し
て
「
土
台
」
に
規
定
づ
け
ら
れ
た
「
上
部
構
造
」
と
応
え
た
で
あ
ろ

う
し
、
極
言
す
る
な
ら
ば
「
土
台
」
の
解
明
で
思
想
は
二
次
的
に
説
明
で

き
る
と
応
え
た
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
が
、
七
○
年
代
後
半
に
日
本
思
想

話
（
一
九
九
四
年
）
／
十
二
、
日
本
の
近
代
化
に
つ
い
て
の
帝
国
主
義
的

歴
史
観
（
一
九
六
二
年
）
／
十
三
、
反
動
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
段
階
（
一

九
六
八
年
）
／
十
四
、
近
世
思
想
史
研
究
と
教
科
書
裁
判
（
一
九
七
三
年
）
」
。

以
下
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
第
１
部
を
中
心
に
筆
者
の
析
出
し
た

問
題
に
応
じ
て
内
容
を
紹
介
し
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し

た
い
。

二
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史
学
の
研
究
を
開
始
し
た
当
時
に
お
い
て
も
、
歴
史
学
界
で
は
未
だ
そ
の

よ
う
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
と
き
に
、

わ
た
く
し
に
は
、
本
書
の
第
四
章
（
初
出
一
九
七
七
年
、
以
下
同
）
で
展
開

さ
れ
て
い
る
安
丸
氏
の
（
山
之
内
靖
氏
に
依
拠
し
て
の
）
「
現
実
の
土
台
に

対
応
す
る
い
わ
ば
日
常
的
状
態
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
『
社
会
的
意
識

諸
形
態
』
」
と
い
う
考
え
方
（
九
五
頁
）
は
、
大
変
魅
力
的
な
も
の
で
あ

っ
た
し
、
「
上
部
構
造
」
た
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
」
と
区
分
さ
れ

た
領
域
に
及
ぶ
思
想
史
の
構
想
は
、
大
変
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
安
丸

氏
の
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）
で
展

開
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
通
俗
道
徳
」
論
は
、
こ
の
領
域
を
問
題
化
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
み
る
と
、
「
土
台
ｌ
上
部

構
造
」
論
と
い
う
問
題
な
ど
笑
い
種
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
向
き
も
あ
ろ
う

が
、
安
丸
氏
よ
り
は
る
か
後
進
に
あ
た
る
わ
た
く
し
で
す
ら
、
そ
れ
ほ
ど

正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
テ
ー
ゼ
は
思
想
史
の
前
に
た
ち
は
だ
か
っ
て
い

た
。
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
と
の
格
闘
に
よ
っ
て
安

丸
氏
は
、
実
は
現
代
歴
史
学
に
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
ア

ナ
ー
ル
派
歴
史
学
や
フ
ー
コ
ー
な
ど
の
掘
り
当
て
た
「
日
常
性
」
「
日
常

意
識
」
の
問
題
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ナ
ー
ル
派
や
フ
ー
コ
ー

な
ど
の
構
造
主
義
の
議
論
に
も
、
無
論
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
・
格
闘
が

窺
え
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
力
が
著
し
く
低
下
し
た
現
在
に
あ
っ

て
も
、
い
や
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
格
闘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
時
代

の
流
行
思
潮
に
便
乗
し
て
、
新
た
な
（
と
映
じ
る
）
方
法
の
み
を
結
論
だ
け

盗
用
す
る
や
り
方
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
学
問
的
姿
勢
が
、
そ
こ
に
は
看

取
さ
れ
る
。
し
か
も
、
本
書
第
一
章
（
一
九
七
九
年
）
を
あ
ら
た
め
て
読

ん
で
み
て
、
実
は
安
丸
氏
が
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
も
う
一
つ
の
発
展

方
向
と
で
も
い
う
べ
き
、
三
木
清
の
ご
と
き
認
識
論
的
展
開
を
早
く
か
ら

見
据
え
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
（
三
五
頁
以
下
）
。
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義

で
マ
ル
ク
ス
主
義
全
て
を
裁
断
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
経
済
主
義
的
・

機
械
的
理
解
と
は
異
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
向
を
探
る
こ
と
に
安
丸

氏
の
視
点
は
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
安
丸
氏
の
研
究
に
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
学
派
な
ど
の
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
と
並
ん
で
宗
教
社
会
学
や
ア

ナ
ー
ル
派
歴
史
学
、
あ
る
い
は
最
近
で
は
フ
ー
コ
ー
の
影
響
な
ど
が
顕
著

に
認
め
ら
れ
る
背
景
に
は
、
思
想
（
意
識
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
問
題
を

理
論
的
に
織
り
こ
ん
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
の
模
索
が
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。思

想
を
社
会
性
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、

安
丸
氏
に
と
っ
て
は
丸
山
真
男
批
判
と
も
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
日
本
思
想
史
学
の
研
究
者
の
例
に
も
れ
ず
、
安
丸
氏
も
丸
山
氏
の

思
惟
構
造
論
に
は
多
大
の
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
第
五
章
（
一

九
七
二
年
）
に
そ
の
こ
と
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
狭
い
意
味

の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
間
と
し
て
の
存
在

構
造
の
分
析
、
人
間
の
主
体
と
し
て
の
生
き
方
の
表
現
と
し
て
思
想
を
と

ら
え
る
」
点
に
丸
山
氏
の
方
法
の
積
極
的
意
義
を
認
め
て
い
る
（
二
○

頁
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
丸
山
氏
は
、
独
自
に
確
保
さ
れ
た
分
析
の
次

元
を
再
度
『
土
台
』
に
か
か
わ
ら
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
（
九
頁
）

と
い
う
の
が
、
安
丸
氏
の
批
判
点
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
「
支
配

書評191



イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
在
的
分
析
が
、
そ
れ
を
つ
き
く
ず
し
て
い
く
契
機
を

措
定
し
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（
一
○
九
豆
、

い
ず
れ
に
し
て
も
思
想
を
社
会
性
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
不

十
分
な
丸
山
氏
へ
の
批
判
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、

正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
に
疑
問
を
抱
き
つ
つ
も
、
や
は
り
マ
ル
ク
ス
主
義

的
方
法
に
立
脚
し
つ
つ
丸
山
氏
の
成
果
に
対
せ
ん
と
す
る
安
丸
氏
の
姿
勢

が
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
今
日
で
は
、
近
代
国
民
国
家
論
か
ら
す
る

丸
山
批
判
、
近
代
を
再
生
産
し
て
き
た
言
説
批
判
と
し
て
の
丸
山
批
判
が

目
に
つ
く
が
、
丸
山
氏
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
を
、
抽
象
的
な
構
造
論

の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
次
元
で
再
検
討
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
「
社
会
的

意
識
諸
形
態
」
と
の
関
連
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
す
る
安
丸
氏
の
論
点
は
、

今
も
生
彩
を
失
っ
て
い
な
い
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

さ
て
、
六
○
代
の
近
代
化
論
と
の
対
決
が
民
衆
思
想
史
研
究
の
登
場
の

背
景
に
は
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

本
書
で
の
近
代
化
論
批
判
は
、
主
に
第
十
二
章
（
一
九
六
二
年
）
で
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
章
を
み
る
な
ら
ば
、
「
近
代
化
Ⅱ
産
業
化
」
論
批
判
、

そ
の
推
進
者
と
し
て
の
武
士
エ
リ
ー
ト
論
批
判
が
、
安
丸
氏
の
民
衆
思
想

史
研
究
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
て
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
。
そ

し
て
、
こ
こ
に
も
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
思
想
を
一
部
の
エ
リ
ー
ト

に
み
る
視
点
へ
の
批
判
が
貫
か
れ
て
お
り
、
思
想
を
社
会
性
と
の
関
連
で

捉
え
る
安
丸
氏
の
方
法
は
一
貫
し
て
い
る
。
だ
が
、
本
書
に
こ
の
一
九
六

二
年
の
論
考
が
そ
の
ま
ま
収
め
ら
れ
て
い
る
意
味
は
も
っ
と
重
い
と
こ
ろ

に
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
点
は
、
安
丸
氏
自
身
が
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
こ

の
小
論
も
戦
後
日
本
の
進
歩
主
義
が
残
し
た
累
々
た
る
残
屍
の
一
片
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
（
中
略
）
近
代
化
論
が
一
方
的
に
勝
利
す
れ
ば
、

そ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
も
っ
と
も
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
考

え
る
点
で
は
、
い
ま
の
私
も
た
い
し
て
変
り
ば
え
し
て
い
な
い
」
と
（
二

四
三
頁
）
。
こ
の
安
丸
氏
の
現
在
か
ら
す
る
補
足
説
明
の
結
論
的
部
分
に
は
、

わ
た
く
し
も
賛
意
を
表
す
る
。
た
だ
、
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
章
を
読
み
返

し
て
み
る
と
、
恐
ら
く
六
○
年
代
当
時
の
ロ
ス
ト
ウ
や
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の

近
代
化
論
に
対
す
る
批
判
に
は
、
現
在
の
安
丸
氏
が
述
べ
た
よ
う
な
観
点

が
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ

の
こ
と
を
こ
こ
で
あ
げ
つ
ら
っ
て
も
意
味
は
な
い
。
多
く
の
か
っ
て
の
進

歩
的
と
自
認
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
転
向
（
？
）
、
あ
る
い
は
沈

黙
す
る
ほ
ど
に
、
こ
の
四
○
年
弱
の
世
界
の
変
容
は
大
き
か
っ
た
な
か
で
、

敢
え
て
安
丸
氏
が
こ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
問
う
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
安
丸
氏
の

如
く
に
従
前
の
議
論
の
批
判
的
検
討
の
上
で
そ
れ
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
だ

と
本
章
は
語
り
か
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
安
丸
氏
の
民
衆
思
想
史
研
究
の
立
場
・
方
法
は
、
色
川
大

吉
氏
の
『
明
治
精
神
史
』
（
黄
河
書
房
、
一
九
六
四
年
）
の
批
判
の
部
分
に

お
い
て
、
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
安
丸
氏
は
、
色
川
氏

の
研
究
が
シ
ェ
ー
マ
的
な
理
論
に
拘
泥
し
て
い
る
か
に
み
え
る
マ
ル
ク
ス

主
義
歴
史
家
の
自
由
民
権
運
動
の
叙
述
に
痛
烈
な
批
判
を
投
げ
か
け
、

「
主
体
の
体
験
の
な
か
に
生
き
て
い
る
意
味
や
価
値
の
混
沌
と
し
た
生
の

姿
態
を
と
り
だ
そ
う
と
す
る
立
場
」
（
四
九
頁
）
に
た
っ
た
「
ド
ラ
マ
や
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詩
の
領
域
に
近
づ
く
」
叙
述
（
七
三
頁
）
を
行
っ
て
、
「
歴
史
を
生
き
た

人
び
と
の
内
的
体
験
に
つ
い
て
い
き
い
き
と
し
た
歴
史
叙
述
を
し
」
た
こ

と
に
つ
い
て
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
（
第
二
章
［
一
九
八
二
年
］
、
第

三
章
［
一
九
六
五
年
］
）
。
だ
が
、
色
川
氏
は
「
個
人
の
体
験
の
分
析
」
に

お
い
て
は
優
れ
て
い
て
も
、
「
思
想
史
の
全
体
像
」
を
分
析
し
、
「
社
会
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
支
配
的
思
想
や
民
衆
意
識
を
究
明
す
る
方
法
」
と

し
て
は
成
功
し
て
い
な
い
と
し
、
そ
の
分
析
が
「
一
種
の
現
象
論
で
あ
り

折
衷
論
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
二
七
頁
以
下
）
。
恐
ら
く
、
当
時
の

安
丸
氏
に
は
、
民
衆
思
想
史
研
究
の
「
先
達
」
で
あ
る
色
川
氏
に
対
す
る

遠
盧
が
あ
っ
て
や
や
遠
回
り
な
表
現
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
が
、
安
丸
氏

に
は
色
川
氏
の
ご
と
き
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
「
逸
脱
」
が
、
思
想
の
社

会
性
と
の
関
連
で
の
分
析
か
ら
も
「
逸
脱
」
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
危

倶
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
安
丸
氏
の
「
社
会

的
意
識
諸
形
態
」
論
と
し
て
の
民
衆
思
想
史
と
い
う
立
場
は
、
こ
の
色
川

氏
の
「
個
人
の
体
験
」
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
歴
史
叙
述
に
対
置
し
て

構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
書
が
明
白
に
語
っ
て
い
る
と
お

り
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
の
目
か
ら
み
て
も
興
味
深
い
の
は
、
色
川
氏
の

議
論
が
、
叙
述
に
お
い
て
新
鮮
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た

叙
述
が
前
提
し
て
い
る
枠
組
み
自
体
は
、
旧
態
依
然
た
る
正
統
派
マ
ル
ク

ス
主
義
の
枠
組
み
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
（
五
一
頁
以
下
）
。
そ
の
後
の
色
川
氏
が
マ
ル
ク
ス
主
義
自
体
に
懐
疑

的
な
立
場
に
な
っ
た
こ
と
も
含
め
て
（
そ
れ
は
昨
今
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
が
）
、
現
段
階
に
お
い
て
色
川
氏
の
『
明
治
精
神
史
』
は
方
法
的
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
現
在
の
安
丸
氏
の

見
解
が
是
非
お
聞
き
し
た
い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
た
。

以
上
、
安
丸
氏
が
格
闘
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
四
つ
の
問
題
に
限
っ
て

紹
介
し
て
み
た
。
こ
の
他
に
も
、
「
自
己
抑
圧
的
な
規
範
」
と
し
て
も
あ

っ
た
「
通
俗
道
徳
」
論
（
一
三
八
頁
）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
第
六
章
、

マ
ル
ク
ス
、
王
義
が
急
速
に
影
響
力
を
衰
退
し
つ
つ
あ
る
な
か
で
の
民
衆
史

の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
第
七
章
、
の
ち
に
『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
に
結
実
す
る
構
想
が
最
初
に
（
？
）
明
ら
か

に
さ
れ
た
第
九
章
、
あ
る
い
は
思
想
を
社
会
性
と
の
関
連
で
捉
え
る
と
い

う
意
味
で
は
安
丸
氏
よ
り
も
先
学
に
あ
た
る
家
永
三
郎
氏
と
の
関
連
な
ど
、

触
れ
て
お
き
た
い
問
題
も
あ
る
が
今
は
割
愛
す
る
。
こ
の
四
つ
の
問
題
は
、

戦
後
の
日
本
思
想
史
学
全
体
の
「
物
語
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ど
れ
も

欠
か
せ
な
い
問
題
で
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
思
う
。
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

マ
ル
ク
ス
主
義
、
丸
山
政
治
思
想
史
学
、
近
代
化
論
（
「
日
本
文
化
」
論
）
、

民
衆
思
想
史
研
究
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
最
初
に
掲
げ
た
さ
ま

ざ
ま
な
学
問
領
域
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
一
体
ど

の
よ
う
な
「
物
語
」
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
た
の
か
、
丸
山
政
治
思
想
史
学

の
問
題
を
除
い
て
は
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
だ

け
に
、
今
後
の
各
領
域
で
の
検
討
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
正
統

派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
が
顕
著
で
あ
っ
た
歴
史
学
・
日
本
史
学
に
身
を

三
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お
い
て
き
た
、
優
れ
た
日
本
思
想
史
学
研
究
者
に
よ
る
方
法
を
め
ぐ
る
格

闘
の
書
で
あ
る
。
こ
う
し
た
格
闘
の
末
、
安
丸
氏
が
到
達
し
た
理
論
的
立

場
は
、
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
論
と
し
て
の
「
通
俗
道
徳
」
論
で
あ
り
、

そ
の
後
の
研
究
を
も
射
程
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」

を
先
鋭
に
示
す
宗
教
意
識
や
「
民
俗
」
の
分
析
、
そ
の
思
想
空
間
内
部
で

の
争
闘
の
分
析
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最

近
の
安
丸
氏
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
争
闘
を
経
て
形
成
さ
れ
る
国
民
国
家

や
国
民
の
問
題
、
あ
る
い
は
国
民
意
識
の
形
成
が
ど
の
よ
う
な
新
た
な
排

除
・
隠
蔽
・
抑
圧
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題
に
向
か
っ
て
い
る
。

「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
論
を
宗
教
社
会
学
や
構
造
主
義
哲
学
な
ど
と
突

き
合
わ
せ
つ
つ
練
り
上
げ
ら
れ
た
強
靱
な
理
論
的
立
場
が
、
そ
こ
に
は
表

明
さ
れ
て
い
る
。
思
想
を
社
会
性
と
の
関
連
で
問
う
、
と
い
う
当
初
の
姿

勢
は
無
論
現
在
も
貫
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
、
王

義
が
急
速
に
衰
退
に
向
か
っ
て
い
る
現
在
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
で
問
わ
れ

た
問
題
の
何
を
継
承
す
べ
き
か
と
い
う
思
い
も
、
最
近
の
研
究
に
は
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
の
刊
行
も
、
そ
の
思
い
の
現
れ
と

わ
た
く
し
は
み
る
。

本
書
を
読
み
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
問
題
化
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
安

丸
氏
の
歴
史
認
識
の
構
図
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
安
丸
氏
は
、

「
史
料
」
に
表
象
化
さ
れ
た
歴
史
的
「
事
実
」
、
自
ら
が
生
き
る
現
実
世
界

の
全
体
性
、
こ
れ
と
向
き
合
う
「
私
」
と
い
う
個
の
内
面
性
の
三
者
の
次

元
の
う
え
に
歴
史
認
識
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
「
は
じ
め
に
」
で
記
述
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
現
在
の
安
丸
氏
の
見
解
と
考
え
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
う
し
た
構
図
は
、
理
解
の
容
易
さ
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
に
し

て
も
、
や
は
り
単
純
化
か
ら
く
る
誤
解
を
免
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
三
者
の
全
て
に
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
が
「
張

ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に

「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
を
析
出
す
る
方
法
を
有
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
「
史
料
」
の
テ
キ
ス
ト
性
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト

を
当
該
思
想
空
間
（
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
）
内
で
の
外
部
的
な
言
説
と

し
て
位
置
づ
け
る
作
業
を
、
現
在
の
思
想
史
学
は
問
う
て
い
る
。
こ
の
作

業
を
抜
き
に
、
直
ち
に
現
在
の
「
私
」
が
「
解
釈
」
す
る
「
内
在
的
読
み
」

を
行
う
立
場
と
、
そ
れ
は
鋭
く
対
立
す
る
方
法
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
色
川
氏
の
『
明
治
精
神
史
』
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
み
る
と
、
ま

さ
に
「
内
在
的
読
み
」
が
叙
述
と
結
合
し
た
最
高
傑
作
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
実
は
そ
れ
は
六
○
代
の
色
川
氏
自
身
に
宿
っ
て
い
た
悲
劇
的
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
吐
露
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
民
衆
思
想
史
研

究
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
過
剰
な
思
い
入
れ
や
、
あ
ら
か
じ
め
読
み

込
ま
れ
た
「
物
語
」
が
あ
る
と
い
う
批
判
（
子
安
宣
邦
「
民
衆
宗
教
観
の
転

換
」
『
思
想
』
八
一
九
号
な
ど
）
に
応
え
る
た
め
に
は
、
民
衆
思
想
史
研
究
は
、

そ
の
史
料
の
テ
キ
ス
ト
性
を
分
析
す
る
方
法
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。
あ
る
い
は
、
現
実
世
界
と
「
私
」
と
い
う
個
の
内
面
性
と
い
う

構
図
も
、
古
典
的
な
く
主
観
・
客
観
〉
二
元
論
と
い
う
図
式
に
基
づ
い
て

い
る
も
の
に
み
え
て
な
ら
な
い
。
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ス
タ
ー
リ
ン

主
義
な
ど
に
も
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
の
図
式
自
体
が
、
実
は
近
代
哲
学
の

「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
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で
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
容
易
に
客
観
主
義
と
実
存
主
義
の
二
極

分
解
を
も
た
ら
し
、
か
く
て
思
想
史
学
の
古
典
的
対
立
（
「
下
部
構
造
還
元
」

論
と
「
実
存
的
」
思
想
史
の
そ
れ
）
に
帰
結
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ

論
と
至

わ
た
く
し
は
、
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
論
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
認

識
の
シ
ェ
ー
マ
化
を
解
体
す
る
方
法
的
立
場
で
あ
っ
た
と
受
け
と
め
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
こ
と
は
安
丸
氏
の
議
論
で
安
丸
氏
を
批
判
し

た
よ
う
な
バ
ツ
の
悪
さ
も
あ
る
。
恐
ら
く
安
丸
氏
に
は
既
に
折
り
込
み
ず

み
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
安
丸

氏
の
格
闘
に
学
び
な
が
ら
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
を
め
ぐ
る
従
前

の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
思
想
史
学
の
根
底
的
な
理
論
的
検
討
を
行
う

べ
き
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
側
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
本
書
が
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願

そ
の
た
め
に
も
、

ろ
う
か
。

っ
て
や
ま
な
い
。

以
上
、
誤
読
・
誤
解
の
う
え
に
妄
言
を
記
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
安
丸
氏
の
ご
寛
恕
を
心
か
ら
乞
う
次
第
で
あ
る
。

（
立
命
館
大
学
教
授
）
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