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故
岡
　
本
　
春
　
彦

　
哲
學
は
一
切
の
二
相
を
何
等
の
抽
象
な
き
智
的
直
観
を
以
て
一
切
包
括
的
且
つ
濁
存
的
に
．
帥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
ヂ
エ

ち
統
醐
的
に
反
省
す
る
竜
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
ぐ
の
二
相
に
鷹
じ
て
夫
々
の
観
念
が
生
ず

る
。
か
つ
て
量
的
反
省
に
於
て
生
じ
π
概
念
が
認
識
・
笑
草
黒
物
の
軍
な
る
閉
門
的
抽
象
で
も
な

く
、
又
實
在
よ
5
離
れ
だ
竜
の
で
は
な
く
し
て
客
観
物
に
罵
れ
て
ゐ
π
二
相
を
直
親
よ
ウ
は
一
暦

根
祇
か
ら
見
た
竜
の
で
あ
っ
た
と
等
し
く
、
二
男
に
よ
っ
て
生
ず
る
観
念
は
諸
々
の
上
相
を
最
も

根
祇
的
な
る
相
に
於
て
見
陀
竜
の
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
凱
念
こ
そ
は
諸
々
の
憶
想
が
一
門
實
在
と

な
つ
π
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
験
哲
學
の
方
法
に
從
へ
ば
後
に
表
は
れ
る
も
の
ほ
ど
よ
り
根

本
的
よ
ウ
本
質
的
よ
ウ
實
在
的
で
あ
る
が
、
竜
し
然
う
と
す
れ
ば
哲
学
は
最
後
の
段
階
に
於
て
最

竜
完
全
な
る
絶
封
者
の
客
観
化
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
生
ず
る
観
念
こ

　
　
　
　
象
微
と
槻
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
五
七
　
　
　
　
・
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五
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五
八
　
　
　
　
酵

劒
　
そ
は
眞
の
絶
組
立
の
最
竜
完
全
な
る
姿
で
あ
ウ
、
最
も
根
本
的
な
本
質
的
な
絶
甥
實
在
で
な
け
れ

ρ
1
魑　

ぱ
な
ら
な
い
。
’
而
し
て
諸
々
の
展
相
と
云
ぶ
込
の
は
元
來
絶
点
者
の
活
動
の
厭
産
に
外
な
ぢ
諏

　
か
ら
、
そ
れ
が
遣
ハ
の
相
に
於
て
見
ら
れ
だ
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
観
念
は
、
絶
…
封
者
の
諸
々
の
活
動
そ

　
の
竜
の
＼
完
全
な
る
表
れ
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
の
同
じ
絶
掛
者
の
活
動
の
所
産
で
は
あ

　
る
が
切
ウ
棄
て
ら
る
べ
き
反
融
一
的
氣
随
活
動
の
所
産
π
る
「
四
角
な
三
角
」
と
云
ふ
や
う
な
謁
象

　
や
幻
畳
や
不
合
理
や
儒
や
悪
や
不
信
や
醜
！
醜
に
は
二
種
あ
っ
て
融
一
活
動
の
軍
に
不
完
全

　
な
る
表
れ
な
る
だ
め
の
も
の
と
全
く
反
織
田
的
活
動
‘
に
よ
っ
て
か
き
観
さ
れ
た
た
あ
に
生
ず
る

　
も
の
と
あ
る
が
、
こ
㌧
に
云
ふ
の
ば
後
者
の
も
の
だ
け
の
事
で
あ
る
、
一
な
ど
の
翼
の
根
抵
π
る

　
観
念
竜
や
は
う
實
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
其
本
性
青
切
う
棄
て
ら
る
べ
き
、
又
は
形
式
上
だ
け
の
無

　
内
容
な
氣
随
活
動
そ
の
込
の
に
外
な
ら
澱
か
ら
、
肯
定
さ
る
べ
き
活
動
に
相
當
す
る
観
念
と
は
そ

　
の
性
質
を
異
に
す
る
實
在
で
、
言
は
思
否
定
さ
る
べ
き
實
在
と
七
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は

　
注
意
せ
ね
ば
な
ら
綴
。
そ
し
て
以
下
に
述
ぶ
る
庵
は
主
と
し
て
肯
定
的
観
念
及
び
肯
定
的
活
動

　
の
事
で
あ
る
こ
と
を
ゐ
断
参
し
て
あ
く
。
尤
可
融
一
的
活
動
に
從
ふ
活
動
の
形
式
を
借
り
て
讐

　
は
あ
る
が
、
か
の
反
融
一
的
氣
随
が
著
し
く
活
動
す
る
竜
の
と
し
て
表
は
れ
る
悪
、
不
信
な
ど
は
問

　
題
と
し
て
み
る
の
で
後
に
古
く
象
徴
に
於
て
竜
固
よ
う
か
、
る
活
動
の
象
徴
を
も
忘
れ
て
は
な
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ら
な
い
、
く
と
を
書
き
添
へ
て
る
き
π
い
。

　
と
こ
．
ろ
で
藝
術
は
猫
存
的
凸
面
包
括
的
（
即
統
一
的
）
反
省
的
で
は
な
く
し
て
、
個
別
的
、
断
片
的
直

観
的
で
は
あ
る
が
、
や
は
ウ
叉
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
込
の
と
等
し
き
三
一
的
活
動
（
詳
し
く
云
へ

ば
向
融
U
的
氣
随
あ
表
－
は
れ
に
外
な
ら
滋
か
ら
、
見
る
活
動
も
融
一
的
な
ら
、
見
ら
れ
る
竜
の
も
融

一
的
で
從
っ
て
凡
て
の
屡
相
が
不
統
U
的
個
別
的
で
は
あ
る
が
と
に
か
く
二
一
の
相
に
於
て
把

捉
さ
れ
る
。
故
に
そ
の
織
に
於
て
藝
術
活
動
は
暫
學
的
活
動
の
，
産
ん
だ
観
念
に
近
い
も
の
を
議

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
ウ
非
反
省
的
不
統
一
的
な
藝
術
的
活
動
は
最
竜
根
本
的
記
憶
で
あ
る

槻
念
は
生
め
な
い
が
、
物
質
や
概
念
な
ど
よ
ウ
は
一
声
根
本
的
一
層
實
在
的
な
竜
の
を
生
じ
な
け

れ
ば
な
ら
膿
。
言
は
思
個
別
的
直
観
的
（
即
ち
客
観
的
）
な
観
念
と
竜
言
ム
や
う
な
竜
の
を
生
じ
な

け
れ
ば
な
ら
澱
。
而
し
て
藝
二
藍
動
の
生
ず
る
か
く
の
如
き
も
の
は
シ
」
リ
ン
グ
の
語
を
借
ウ

れ
ば
是
れ
郎
ち
紳
々
（
O
蜜
9
若
し
く
は
象
徴
（
の
総
説
9
と
言
ふ
べ
き
竜
の
な
の
で
あ
る
。
故
に
槻

念
と
象
徴
と
は
一
方
は
主
概
的
反
省
的
で
一
方
は
客
魏
蒔
直
槻
的
、
一
方
は
系
膿
血
で
全
膿
と
の

統
一
的
關
係
が
あ
る
が
一
方
は
個
法
的
不
統
一
的
で
あ
る
こ
と
に
は
差
は
あ
る
が
共
に
二
一
の

相
に
於
て
諸
々
の
二
相
を
見
π
も
の
で
あ
る
こ
と
は
等
し
い
。
そ
の
差
は
僅
に
一
歩
し
か
な
い
．

如
く
見
え
る
。
然
し
藝
術
は
ど
こ
懐
で
竜
哲
學
よ
う
は
低
次
の
展
望
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
象

　
　
　
　
象
徴
と
槻
念
囁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
眠
九
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六
〇

徴
は
観
念
よ
う
は
よ
ウ
實
在
性
の
少
い
も
の
で
、
決
し
て
シ
ェ
ル
リ
ン
グ
の
言
ふ
や
う
に
観
念
と
甥

等
の
も
の
で
は
な
い
。
象
徴
が
前
索
化
さ
れ
（
帥
ち
哲
學
的
に
反
省
さ
れ
）
も
う
一
層
實
在
的
に
せ

ら
れ
＼
ぱ
観
念
に
轄
化
す
る
が
（
計
画
か
ら
何
か
を
減
ず
れ
ば
と
に
か
く
）
観
念
は
之
を
軍
に
客
観

化
し
て
竜
象
徴
に
は
戻
ら
な
い
。
観
念
の
客
概
化
は
観
念
と
は
和
物
で
は
な
く
し
て
観
念
の
表

出
も
し
く
は
認
録
に
す
ぎ
な
い
。
概
念
の
輩
な
る
客
観
化
を
象
徴
だ
と
す
る
考
は
良
妻
螢
展
更

の
展
相
の
順
序
を
誤
つ
π
一
壷
の
ア
ナ
ク
ロ
・
ニ
ス
ム
で
あ
る
。
親
は
子
を
産
み
得
て
込
子
は
親

を
産
み
得
な
い
と
同
じ
で
あ
る
。
故
に
哲
學
は
藝
術
の
主
電
化
で
は
あ
ウ
得
て
竜
哲
學
の
客
観

化
は
温
点
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
シ
ρ
リ
ン
グ
自
ら
も
一
方
に
於
て
憩
話
は
理
性
の
所
産
で
は
菰

く
し
て
塞
想
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
竜
の
と
し
な
が
ら
、
彼
は
己
が
理
想
的
象
徴
と
し
て
過
賞
し
た

ギ
リ
シ
ア
の
紳
話
を
以
て
審
尋
の
軍
な
る
客
観
化
の
如
く
取
扱
ひ
、
そ
の
當
時
の
入
の
考
へ
だ
眞
の

哲
學
（
そ
し
て
寒
烏
の
説
く
哲
學
に
説
く
絶
濁
者
の
毅
展
の
経
路
を
そ
れ
が
完
全
に
客
観
化
し
竜

の
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
紳
話
に
於
け
る
暗
夜
と
霞
岳
、
チ
ク
ロ
ー
ベ
ン
と
テ
ィ
タ
ン
、
ッ
ォ
ィ
ス
と
オ
リ
ン
ブ

ス
の
皆
々
及
び
そ
の
幽
々
の
行
動
の
襲
展
を
一
々
己
の
哲
學
に
比
論
し
て
み
る
の
は
不
當
で
あ

る
。　

然
し
彼
が
、
聯
々
は
融
一
者
の
客
観
化
で
あ
る
か
ら
瘤
々
は
道
徳
的
で
竜
不
道
徳
的
で
竜
な
い
、



　
心
臓
紳
士
の
融
々
に
不
道
徳
な
聯
が
あ
る
と
し
て
竜
そ
れ
は
不
道
徳
と
し
て
の
不
道
徳
で
は
凍

　
く
し
て
融
一
壷
の
有
限
化
を
表
は
す
爲
に
存
す
る
限
界
に
外
な
ら
滋
か
ら
本
來
は
絶
封
的
に
紳

　
歪
な
も
の
イ
し
叉
か
の
憩
々
の
病
と
か
老
と
か
云
ぷ
も
の
な
ど
も
人
問
の
そ
れ
と
は
異
っ
て
決
し

　
て
敏
陥
と
し
て
見
ら
る
べ
き
竜
の
で
は
な
い
、
か
＼
る
見
地
か
ら
の
み
ホ
ー
マ
ー
の
詩
に
表
は
れ

　
π
紳
々
の
不
道
徳
は
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
澱
と
言
っ
た
の
は
卓
抜
な
る
正
し
き
見
解
の
や
う

　
に
思
は
れ
る
。
麹
勲
記
術
、
象
徴
、
丈
比
は
す
べ
て
の
位
相
を
直
観
的
に
融
一
の
相
へ
詳
し
く
云
へ
ば

　
向
融
一
的
氣
随
の
相
即
絶
封
の
相
）
に
於
て
見
る
竜
の
で
あ
る
。
而
し
て
す
で
に
述
べ
た
様
に
す

　
。
へ
て
の
展
相
は
皆
本
禮
的
に
見
れ
ば
絹
漉
一
的
氣
随
活
動
曇
る
絶
戯
者
の
表
は
れ
に
外
な
ら
臓
。

　
だ
ビ
低
次
の
．
階
段
に
留
ま
る
問
は
そ
れ
が
眞
に
絶
野
と
し
て
見
ら
れ
ず
、
從
っ
て
映
陥
と
か
不
道

　
徳
と
か
と
し
て
見
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
そ
れ
唐
膿
に
於
て
は
す
べ
て
皆
絶
封
で
あ
る
。

　
悪
も
不
信
葉
叢
二
者
の
或
る
活
動
の
表
は
れ
で
あ
れ
ば
病
老
も
絶
劉
者
の
あ
る
活
動
の
表
は
れ

　
で
、
す
べ
て
そ
れ
等
を
二
葉
甥
自
身
の
本
來
の
相
に
於
て
直
観
す
る
時
生
ず
る
象
徴
’
蕩
々
）
は
固
よ

　
う
絶
封
的
の
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
こ
に
は
竜
は
や
鮫
陥
と
か
不
道
徳
と
か
云
ぷ

　
こ
と
の
あ
ら
う
筈
が
な
い
。
ク
ラ
イ
ブ
、
ベ
ル
が
其
の
「
美
術
論
」
に
於
て
言
ふ
様
に
鬼
婆
も
藝
術
的

揚．

ｩ
方
を
以
て
す
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
嚢
曳
美
と
な
ゆ
町
長
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
ぞ
ウ
ィ
ス

　
　
　
　
　
象
徴
と
槻
念
　
　
　
　
　
　
豪
．
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
六
輔
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六
ニ

ラ
婁
が
「
十
時
」
と
言
ぷ
講
演
に
於
て
言
う
尤
様
に
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
は
い
つ
も
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の

猫
太
虚
に
も
総
書
的
な
美
し
さ
と
氣
高
い
威
嚴
と
を
見
事
し
、
そ
の
住
民
が
希
臓
人
で
な
い
事
を

決
し
て
憂
ひ
は
し
な
か
つ
だ
の
で
あ
る
。
象
徴
は
威
畳
、
物
質
、
幻
象
、
概
念
、
肉
慾
、
塞
想
、
道
徳
的
行
爲

及
び
不
滋
徳
的
弓
爲
若
し
く
は
臼
常
の
追
随
随
行
爲
、
自
然
、
歴
兜
が
よ
ウ
旧
暦
根
本
の
相
に
於
て

見
ら
れ
π
竜
の
で
、
そ
れ
ら
よ
う
は
歎
倍
根
本
的
實
在
的
維
封
的
の
竜
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の

展
相
に
於
け
る
見
方
を
以
て
之
を
到
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
か
く
絶
封
の
相
に
於
て
見
ら

る
れ
ば
鬼
婆
も
敏
着
込
不
道
徳
も
凡
て
そ
の
ま
＼
絶
甘
々
益
で
か
く
見
ら
れ
て
生
じ
控
象
徴
の

方
が
一
気
實
在
性
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
（
悪
の
象
徴
及
び
観
念
は
固
よ
ク
否
定
さ
る
べ
き
活
動

の
象
徴
及
び
観
念
で
は
あ
る
が
、
そ
の
．
活
動
は
や
は
う
絶
封
者
の
所
産
で
あ
る
か
ら
悪
竜
本
膿
的

に
即
ち
象
徴
的
若
く
は
観
念
的
に
見
れ
ば
も
は
や
道
徳
上
に
云
ふ
不
徳
や
悪
で
は
な
く
し
て
絶

野
髭
面
在
で
あ
る
。
尤
竜
否
定
さ
る
べ
き
絶
封
的
實
在
で
は
あ
る
が
）
一
章
に
普
逸
の
客
観
的
な

實
在
と
言
っ
て
み
る
も
の
と
は
違
ぶ
と
言
ふ
意
味
に
於
て
は
美
（
象
徴
と
同
じ
も
の
）
は
假
象
で
あ

る
と
言
ふ
説
は
正
し
い
け
れ
ど
も
そ
れ
で
直
に
美
を
非
實
在
的
に
し
て
生
な
る
主
親
的
の
竜
の

と
し
て
は
な
ら
ぬ
。
　
一
面
客
観
的
な
一
厨
並
在
豊
本
面
的
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ン
貰
ク

も
言
っ
て
み
る
。
想
像
（
語
言
ふ
と
こ
ろ
の
象
徴
）
の
世
界
は
永
遠
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
吾
入



　
が
朽
腐
す
べ
き
形
禮
を
離
脱
し
だ
る
後
に
牧
容
せ
ら
る
べ
き
紳
の
御
腰
で
あ
る
。
、
想
像
の
世
界

　
は
無
限
に
し
て
永
勧
で
あ
る
。
繁
殖
の
世
界
生
育
の
世
界
は
有
限
に
し
て
瞬
時
の
も
の
ヂ
、
あ
る
。

　
こ
の
永
遠
の
世
界
こ
そ
吾
人
が
唯
自
然
の
朽
腐
す
べ
き
鏡
面
に
於
て
そ
の
反
映
き
れ
た
る
影
を

　
見
る
の
み
に
過
ぎ
綴
一
切
草
物
の
永
劫
の
並
在
が
あ
る
f
ど
。
　
ア
霧
ず
｝
シ
マ
ン
ズ
も
象
徴

　
は
天
國
に
於
て
紳
が
世
界
に
存
在
の
名
を
興
へ
π
時
に
始
ま
つ
鬼
竜
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
於
て

　
の
み
人
々
が
實
在
に
ふ
れ
て
み
る
と
想
面
し
て
み
る
H
常
の
出
來
事
を
掃
き
除
け
る
と
吾
人
は

　
入
性
ご
隅
嬬
ヨ
輩
帥
身
．
、
そ
の
竜
の
に
一
章
接
近
す
る
に
至
ウ
．
叉
世
界
以
前
に
始
凌
つ
た
か
課
し
れ
な

　
い
一
如
世
界
以
後
に
つ
望
く
か
秘
し
れ
な
い
人
性
申
に
あ
る
物
に
竜
q
と
接
す
る
に
至
る
も
の
で

　
あ
る
と
言
っ
て
み
る
。

　
　
さ
れ
ば
象
徴
、
藝
術
美
は
先
づ
自
然
（
外
威
の
客
槻
化
と
し
て
心
理
的
主
観
に
封
立
す
る
意
味
の

　
自
然
）
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
ゲ
奮
テ
も
藝
術
は
藝
術
で
あ
る
、
な
ぜ
な
れ
ば
自
然
で
は
な
い
か
ら

　
と
言
っ
て
み
る
。
そ
れ
は
爵
然
が
一
暦
實
在
と
な
つ
π
竜
の
で
あ
る
。
藝
術
以
下
の
す
べ
て
の

　
晶
相
に
於
け
る
も
の
は
す
べ
て
、
從
っ
て
所
謂
自
然
は
本
來
融
一
丸
（
詳
し
く
云
へ
ば
向
融
一
的
氣

　
随
活
動
で
は
あ
る
が
か
ウ
に
融
剛
者
と
言
っ
て
響
く
）
の
表
は
れ
で
あ
る
け
れ
ど
も
興
の
融
一
者

蜥
、
と
し
て
表
は
れ
な
い
。
自
然
に
於
て
は
融
一
活
動
中
の
一
方
の
活
動
は
一
方
の
申
に
姿
を
没
し

　
　
　
　
　
象
徴
と
掘
念
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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眞
に
融
一
者
と
し
て
は
表
は
れ
な
い
。
・
若
し
く
ば
直
立
の
分
離
の
な
い
以
前
の
融
一
と
し
て
し

か
表
は
れ
な
い
。
從
っ
て
眞
の
融
一
と
し
て
は
表
は
れ
て
居
な
い
。
饗
立
の
後
の
墜
下
の
有
限

化
郎
ち
翼
の
融
一
の
有
限
化
た
る
美
、
象
徴
は
藝
術
活
動
に
よ
つ
て
生
ず
る
竜
の
で
所
謂
自
然
其

他
の
も
の
に
は
決
し
て
美
は
な
い
。
さ
れ
ば
同
じ
自
然
の
中
で
も
堅
い
限
界
線
が
少
く
し
て
有

限
で
あ
ウ
な
が
ら
無
限
を
あ
ち
は
す
や
う
な
海
、
塞
、
山
、
川
、
月
、
夕
陽
な
ど
の
如
き
竜
の
や
、
堅
い
限
界

線
が
あ
る
と
共
に
そ
の
中
に
動
的
無
限
的
の
性
質
の
多
い
植
物
、
動
物
人
界
な
ど
は
他
の
も
の
よ

泰
は
融
輔
的
の
姿
を
有
す
る
か
ら
從
っ
て
他
の
も
の
よ
6
・
は
や
＼
美
的
な
趣
を
有
す
る
事
は
事

實
で
は
あ
る
が
、
眞
の
美
は
吾
人
が
藝
徳
的
の
眼
を
以
て
之
を
眞
の
融
一
理
膿
に
於
て
見
る
時
々

の
み
生
じ
て
挙
る
も
の
で
あ
ろ
。
故
に
藝
術
は
轟
然
以
上
の
も
の
で
自
然
を
模
倣
す
べ
き
も
の

で
は
毛
頭
な
い
。
然
し
藝
術
、
象
徴
は
あ
く
ま
で
も
罪
反
省
的
直
観
的
に
表
は
れ
韻
事
一
で
あ
る

か
ら
ど
5
し
て
竜
一
般
に
有
限
者
を
、
撃
っ
て
薗
然
を
絶
樹
に
無
観
し
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
藝

術
は
ど
乙
懐
で
竜
自
然
に
帥
し
つ
㌧
自
然
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
般
に
言
へ
ば
藝
術

は
凡
て
の
有
限
者
即
ち
ず
っ
と
前
に
あ
げ
だ
自
然
、
認
識
的
客
槻
、
喜
劇
，
的
暴
露
行
動
、
塞
想
作
用
及

び
経
験
智
の
い
つ
れ
か
に
即
し
つ
・
し
か
も
常
に
そ
れ
以
上
に
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
次
に
餅
盤
が
輩
・
な
る
心
理
的
主
観
の
召
声
象
邸
ち
所
謂
心
理
印
象
と
異
な
る
所
以
も
、
も
は
や
言
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ぶ
ま
で
竜
准
か
ら
う
か
か
ら
そ
れ
は
省
い
て
丸
く
。

　
然
し
心
理
的
主
観
と
そ
れ
に
封
漏
す
る
自
然
と
の
野
立
が
あ
ら
は
れ
て
み
な
が
ら
、
し
か
も
眞

に
融
合
し
て
居
る
如
き
経
験
、
謂
は
ば
普
遁
吾
人
が
屡
々
脛
験
す
る
一
種
の
融
一
経
験
（
そ
れ
は
甥

立
後
の
融
一
で
あ
る
か
ら
軍
な
る
威
畳
と
は
異
な
る
）
と
で
も
言
ひ
得
べ
き
竜
の
は
元
來
（
な
ほ
眞

に
未
だ
融
一
渉
活
動
し
な
い
か
ら
低
い
程
度
に
於
け
る
竜
の
で
は
あ
る
が
）
や
は
ム
一
種
の
藝
術

的
の
経
験
で
あ
る
。
叉
自
分
自
身
の
有
機
禮
的
生
命
の
直
観
も
や
＼
之
に
類
す
る
。
然
し
そ
れ

が
一
度
認
識
主
槻
に
脚
立
せ
し
め
ら
る
㌧
や
否
や
そ
の
懐
㌧
で
静
化
せ
ら
れ
る
か
醸
し
く
は
再

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
が
饗
立
せ
し
め
ら
れ
、
し
か
も
雨
者
と
竜
輩
な
る
客
観
、
師
ち
静
的

な
器
亀
な
分
子
の
勝
つ
典
諄
亀
な
分
子
を
景
趣
表
ら
れ
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
か
．
ら
マ
の
蒔
に
は

も
は
や
そ
れ
だ
け
で
は
藝
術
的
と
は
滋
ウ
得
な
い
。

　
直
観
的
非
反
省
的
な
る
象
徴
、
藝
術
．
が
學
的
反
省
作
用
之
異
な
る
こ
と
は
言
ふ
迄
竜
な
い
。
故

に
學
的
反
省
作
用
の
壼
ん
海
概
念
は
象
徴
と
は
な
ら
澱
。
壁
画
が
同
じ
言
葉
で
竜
概
念
的
な
言
．

葉
を
最
も
憎
み
、
直
観
的
な
言
葉
を
愛
す
る
所
以
は
乙
㌦
に
あ
る
。
（
と
い
っ
て
直
槻
の
軍
な
る
模

爲
に
す
ぎ
諏
言
葉
は
固
よ
套
嫌
ひ
ぼ
す
る
が
・
一
）
次
に
概
念
は
固
よ
う
直
観
で
は
な
い
が
判
断

は
直
観
を
概
念
、
有
限
、
無
限
、
無
意
識
意
識
の
結
合
で
瞬
種
の
融
一
で
あ
る
か
ら
藝
術
的
と
は
な
う

　
　
　
　
象
徴
と
槻
念
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
六

得
な
い
か
と
言
ふ
入
竜
あ
る
か
諄
し
れ
ぬ
が
、
判
断
は
や
は
ウ
反
省
作
用
の
産
物
と
し
て
概
念
の

勝
つ
禿
竜
の
で
あ
う
、
且
つ
智
的
直
観
的
に
直
黒
と
思
惟
と
が
翼
に
結
合
し
て
み
ず
し
て
輩
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賦

結
合
に
留
躍
る
か
ら
決
し
て
融
圃
的
藝
術
的
で
は
な
い
。
故
に
藝
箭
、
は
自
然
科
學
や
心
理
學
を

と
ウ
入
れ
利
用
す
る
こ
と
は
か
ま
は
な
い
が
そ
れ
自
ら
は
自
然
科
學
や
心
理
學
の
忠
僕
と
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。
　
自
然
科
學
的
智
識
の
重
み
に
負
け
が
ち
で
あ
っ
だ
一
フ
ニ
ス
ン
．
が
翼
に
一
流
の

詩
入
に
撒
へ
難
い
理
由
も
こ
＼
に
あ
る
。
故
に
科
掌
上
の
興
若
し
く
は
一
般
に
學
的
眞
と
美
と

は
何
等
關
す
る
所
は
な
い
。
　
　
　
　
　
．

　
麗
し
果
し
て
野
卑
品
が
既
に
蓮
べ
完
如
く
如
侮
な
る
意
殊
に
於
て
竜
融
一
的
な
膿
験
の
表
現

で
あ
う
、
無
限
な
る
融
一
的
絶
曝
者
の
客
概
化
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
作
品
に
は
作
者
自
ら
に
竜
解

き
難
き
無
限
の
意
味
が
あ
る
の
は
固
よ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
無
限
の
意
昧
の
あ
る

厨
以
は
翫
に
言
つ
π
様
に
シ
説
ル
リ
ン
グ
の
言
つ
だ
と
は
寡
黙
に
そ
こ
に
は
経
験
智
や
有
限
以
上

の
純
粋
意
識
、
無
限
が
解
き
放
し
難
き
融
合
に
於
て
溶
け
之
ん
で
み
る
か
ら
で
あ
る
。
（
そ
し
て
有

限
の
中
に
と
け
こ
ま
ず
に
有
限
に
勢
嫁
す
る
無
限
は
そ
れ
膚
ら
一
種
の
有
限
で
爾
か
く
孤
立
的

で
あ
る
間
は
無
限
も
解
き
得
る
竜
の
意
識
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
漁
れ
が
眞
に
有
限
の
申
に
溶

け
込
あ
ば
も
は
や
解
き
難
き
算
用
の
無
限
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
）
さ
れ
ば
治
術
は
ど
≧
蛮
で
も
陪



・1（：1）

示
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
於
て
も
決
し
て
學
的
反
省
作
用
の
生
ず
る
概
念
や
詮

明
や
叙
述
絶
封
的
の
直
観
の
模
爲
は
あ
う
得
な
い
か
ら
叙
述
ぱ
實
は
幼
稚
な
る
説
明
で
あ
る
が
）

で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
等
に
於
て
は
そ
こ
に
あ
る
無
限
は
一
種
の
有
限
と
な
っ
て
居
ウ
且

つ
有
限
と
無
限
と
の
結
合
が
露
塵
柱
上
的
直
槻
的
で
な
く
、
從
っ
て
解
き
難
き
無
限
の
意
味
は
そ

こ
に
は
、
あ
ム
得
添
い
か
ら
で
屯
の
る
。
　
心
室
想
作
用
の
一
作
用
力
る
比
喩
、
形
容
が
無
限
の
意
味
は

有
し
得
な
い
こ
と
も
言
ふ
凌
で
も
な
い
。
さ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
象
徴
涙
の
束
溢
者
ス
テ
フ
ァ
ン
マ
・
ラ

ル
メ
は
名
歌
す
る
は
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
、
暗
示
す
る
は
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
ひ
、
ボ
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
フ
イ
リ
　
ツ
ト

は
叙
事
詩
の
時
代
は
過
ぎ
去
つ
π
、
詩
は
定
形
を
忌
む
と
主
張
し
て
み
る
。
ヴ
ェ
ル
レ
君
ヌ
竜
能
辮

を
捕
へ
て
そ
の
騨
ゼ
捻
ち
よ
と
叫
ん
で
み
る
・
と
い
っ
て
暗
示
を
以
て
推
量
さ
せ
る
乙
と
・
同

輔
親
し
て
は
な
ら
濃
。
椎
量
は
や
は
う
反
省
作
用
若
し
く
は
形
容
、
聯
想
と
等
し
く
塞
想
作
用
に

属
す
る
懲
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
暗
示
の
本
牲
は
何
ぞ
や
と
云
ふ
こ
と
に
樹
す
る
論
明
を

求
む
る
も
の
が
あ
る
か
込
し
れ
な
い
．
が
、
そ
れ
は
そ
の
質
問
自
ら
が
矛
盾
で
あ
る
。
二
二
で
な
い

鼠
、
の
は
説
明
し
且
つ
数
へ
得
る
が
暗
示
そ
の
も
の
は
π
覚
暗
示
の
み
を
以
て
示
し
得
る
ば
か
り

で
あ
る
。
そ
れ
は
π
璽
漠
然
と
不
可
見
を
可
見
と
し
、
不
可
聞
を
可
聞
と
す
る
微
妙
な
融
一
的
膿

験
の
具
薩
的
表
現
法
だ
と
で
竜
云
っ
て
置
い
て
、
終
極
は
人
生
の
内
奥
に
潜
む
誤
読
力
の
理
解
に

　
　
　
　
象
，
微
　
と
　
魏
　
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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訴
へ
る
よ
う
外
な
い
も
の
で
，
あ
る
。

恥　
　
置
ハ
の
暗
示
は
、
然
し
な
が
ら
た
虻
概
念
的
説
明
的
又
は
模
寓
的
表
現
法
・
で
な
い
ば
か
り
で
あ
っ

　
て
決
し
て
漠
然
と
し
て
み
た
5
朦
朧
と
し
て
み
た
り
す
。
る
秀
の
で
は
裟
い
。
　
マ
置
テ
ル
ジ
ン
ク

　
竜
凡
て
の
藝
術
は
漠
然
を
愴
む
が
紳
秘
的
だ
る
乙
を
憎
ま
な
い
。
　
こ
の
二
の
も
の
は
相
反
し
て

喝　
居
る
に
係
ら
ず
恰
も
秘
密
と
暖
昧
、
無
限
と
不
定
と
が
混
同
せ
ら
れ
る
様
に
普
通
に
は
混
同
せ
ら

　
れ
て
る
δ
と
言
っ
て
み
る
。
要
す
る
に
暗
示
若
し
く
は
榊
秘
と
暖
昧
漠
然
と
は
趣
き
を
異
に
し

　
て
る
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
諏
。
曖
昧
漠
然
は
模
寓
上
若
し
く
は
智
識
上
に
於
け

　
る
論
明
上
の
表
現
の
鋏
陥
で
あ
る
が
、
暗
示
（
若
し
く
は
罵
言
ぼ
分
立
後
の
眞
の
融
日
で
あ
ウ
、
叉
軍

　
な
る
客
概
や
知
識
上
の
も
の
で
更
に
よ
う
直
接
な
点
在
の
完
全
な
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
さ
れ
ば
又
書
家
、
の
描
く
一
線
一
織
や
昔
樂
家
の
弾
ず
る
嘱
昔
鱒
響
は
有
限
的
な
る
輩
な
る
直

　
観
若
し
く
ぱ
密
な
る
直
槻
の
摸
寓
で
は
な
い
。
外
形
は
同
じ
で
あ
っ
て
竜
露
な
る
益
虫
的
事
物

　
若
し
く
は
そ
の
模
心
的
叙
述
で
は
な
く
し
て
そ
れ
貞
ら
白
藍
融
一
雨
の
完
全
な
る
暗
示
的
表
現

　
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
様
に
詩
人
の
用
ふ
る
言
語
も
外
形
は
同
じ
で
も
軍
な
る
直
観
の
模
寓
や

　
概
念
や
叉
そ
の
外
面
的
な
る
二
者
の
結
合
で
あ
る
説
明
や
台
臨
や
叙
述
や
形
容
で
は
な
く
し
て

　
そ
れ
自
ら
融
嚇
的
暗
示
的
な
縄
室
蘭
の
意
殊
を
有
す
る
言
語
で
あ
る
。
さ
れ
ば
象
徴
涙
の
詩
人



が
概
念
的
知
識
と
は
矛
盾
し
牟
冷
き
火
」
と
か
「
光
ム
輝
く
闇
」
と
か
と
い
ム
や
う
な
言
葉
を
用
み
て

竜
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
マ
ッ
ク
ス
〉
、
ル
ド
ウ
の
様
に
九
経
病
患
者
の
客
語
と
言
ひ
の
け
て
は
な
ら

な
い
σ
か
の
モ
ウ
バ
ッ
サ
ン
が
そ
の
紀
行
文
「
漂
泊
ス
b
ρ
爵
O
㌍
讐
艮
Φ
）
に
於
て
「
ボ
｝
ド
レ
罫
ル
の
短
曲

中
か
ら
「
匂
と
色
と
響
と
は
相
呼
び
相
鷹
ぷ
」
と
い
ぷ
非
理
智
的
層
な
一
句
を
引
い
て
以
て
紳
秘
に
し

て
深
刻
な
る
膿
験
の
表
現
だ
と
し
て
激
賞
し
π
の
竜
決
し
て
這
う
で
は
な
い
。
所
謂
二
重
域
畳
．

第
六
官
な
ど
＼
云
は
る
る
込
の
は
輩
な
る
威
畳
で
は
な
く
し
て
愈
愈
的
で
あ
ウ
な
が
ら
、
し
か
も

普
通
の
威
畳
の
與
へ
な
い
魚
田
者
の
膿
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
一
種
の
紳
秘
的
な
威
畳
で
、
そ
の

膿
験
の
登
表
は
や
が
て
階
示
的
融
扁
的
心
術
的
の
も
の
と
な
う
、
從
っ
て
そ
れ
を
一
概
に
理
智
的

設
明
に
矛
盾
す
る
か
ら
と
云
っ
て
排
斥
し
て
は
な
ら
級
や
う
に
思
は
れ
る
。

471

附
蛍
欝
　
こ
の
一
篇
は
、
晶
剛
號
に
粥
げ
た
潜
の
遺
稿
の
小
引
中
に
＝
冨
さ
れ
た
閣
シ
ェ
ル
リ
ン
グ
の
象
徴
思
惣
』
の
一
儒
即
で
あ
る
。
一
つ
の
麺
ま
っ
た
思
想
髄

を
此
面
に
首
尾
を
切
離
し
て
、
翠
に
其
】
片
の
み
を
嚢
表
す
る
こ
と
は
、
恐
く
は
署
者
の
意
志
で
ぼ
無
か
っ
た
か
も
知
れ
ず
、
良
し
そ
の
意
志
が
有
り
得
た
に

は
し
て
も
、
い
ざ
世
に
公
に
し
や
う
と
な
れ
ば
、
更
に
幾
段
の
推
敲
を
歓
し
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
言
ふ
懸
念
は
感
じ
つ
」
も
、
吾
等
管
君
の
早
世
を
悼
む
こ

と
切
な
る
結
果
、
敢
て
意
を
決
じ
、
こ
の
一
斑
に
因
っ
て
其
全
豹
を
窺
ふ
乏
北
川
に
、
若
き
姿
の
裏
に
封
ぜ
ら
れ
て
去
っ
た
、
　
『
君
の
思
想
の
行
末
』
を
惣
覗
す

る
便
り
と
爲
し
た
の
で
あ
る
。
（
編
輯
者
）

象
微
と
魏
念

六
九

笥


