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「鑓
の
権
二
重
帷
子
」
論

一

こ
の
曲
の
作
品
論
は
、
近
松
の
他
の
著
名
な
作
品
に
比
べ
て
数
が
多
い
と
は

言
え
ぬ
が
、
そ
の
立
場

。
方
法
に
依
る
と
明
瞭
に
二
つ
に
分
類
す
る
事
が
可
能

で
あ
る
。　
一
は
、
明
治
二
十
六
年

『帝
国
文
学
』
第
四
所
載

・
高
斎
林
良
氏
の

「
巣
林
子
の
女
性

（七
）
―
Ｉ
Ａ
鑓
の
権
三
重
帷
子
Ｖ
の
お
さ
ゐ
」
辺
を
は
じ

め
と
し
て
、
坪
内
逍
遥

。
島
村
抱
月
等
の

「
近
松
研
究
会
」
第

一
会
に
於
け
る

協
同
討
議

（公
表
は

『早
稲
田
文
学
』
二
十
九
年
九
月
十
五
日
号
に
由
来

。
梗

概

。
性
格
、
十
月

一
日
号
に
意
匠

。
修
辞

・
雑

。
影
響
）
に
続
く
流
れ
で
、
こ

れ
は
大
正
十
四
年
四
月

『
国
語
と
国
文
学
』
所
載

。
藤
村
作
氏

「
お
さ
い
」
に

承
け
ら
れ
て
、
総
括
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
今

一
つ
の
流
れ
は
戦
後
の
も
の
で
、

昭
和
三
十

一
年
刊

『近
松
門
左
衛
門
』
所
収

。
井
上
澄
子
氏

「
近
松
の
女
性
Ａ

鑓
の
権
三
重
帷
子
∨
の
お
さ
い
」
及
び
三
十
二
年
の
広
末
保
氏
著

『近
松
序
説

』
第
四
章

「Ａ
鑓
の
権
三
重
帷
子
Ｖ
の
方
法
」
が
、
立
場
を
異
に
し
た
新
し
い

発
言
と
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
種
の
研
究
中
前
者
は
、
論
題
か
ら
も
う
か

が
わ
れ
る
通
り
作
中
人
物
お
さ
い
論
を
中
心
と
し
、
こ
の
人
物
の
一
見
矛
盾
し

て
見
え
る
言
葉
と
行
動
と
を
合
理
的
に
説
明
し
、
本
心
を
分
析
し
性
格
を
決
定

し
、
ひ
い
て
は
彼
女
は
善
良
な
女
で
あ

っ
た
か
否
か
を
判
定
す
る
と
言

っ
た
点

松

平

進

に
問
題
が
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
勿
論
相
互
に
意
見
の
相
違
や
対
立
は
あ

っ
た
が
、
方
法
的
に
も
と
り
立
て
て
見
る
べ
き
も
の
の
無
か
っ
た
為
、
藤
村
氏

の
行
届
い
た
総
括
が
出
た
後
は
、
こ
れ
と
同

一
の
方
法

（叉
は
無
方
法
）
で
の

新
見
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
鈴
木
敏
也
氏

「
元
藤
享
保
の
文
芸
に

咲
く
悪
の
華
」

（大
正
十
五
年

『廃
園
雑
草
』
所
収
）

。
前
島
春
三
氏

「鑓
の

権
三
重
帷
子
」
（昭
和
三
年

『
近
代
国
文
学
の
研
究
し

等
か
ら
今
日
ま
で
諸
書

の
解
題
類
を
含
め
て
、
い
ず
れ
も
興
味
深
い
発
言
で
は
あ
る
が
、
特
に
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
べ
き
点
を
私
は
発
見
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

や
や
長
い
空
自
の
後
に
出
た
井
上

。
広
末
氏
の
研
究
は
、
歴
史
社
会
的
観
点

を
導
入
し
た
新
ら
た
な
照
明
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を

一
言
で
言
う
と
、
近
松
と
は

「
町
人
の
人
間
性
を
悲
劇
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
人
だ
―
―
と
言
う
広

末
氏
の
甚
だ
悲
劇
的
な
定
義
に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
曲
に
関
し
て
は

「
お
さ
い
の
悲
劇
は
」

「封
建
的
な
秩
序
の
中
に
巧
み
に
か
い
な
ら
さ
れ
た
女

性
の
よ
わ
さ
の
た
め
に
人
間
的
な
欲
求
を
正
し
く
自
覚
し
、
判
断
し
、
現
実
的

に
処
理
出
来
な
か
っ
た
悲
劇
」

（井
上
氏
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
明
瞭
な
立
場
は

以
後
の
諸
家
の
近
松
観
の
い
わ
ば
原
理
に
な

っ
た
ら
し
く
、
先
の
定
義
も

「封

建
制
度
の
人
間
疎
外

（阻
害
ビ
　
「苛
酷
な
武
士
道
徳
」

「家
族
制
度
の
重
圧
」

「時
代
の
厚
い
壁
」
等
々
と
種
々
の
変
奏
曲
と
な
っ
て
流
布
す
る
が
、
こ
の
曲



を
正
面
か
ら
採
り
上
げ
た
も
の
は
無
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

井
上
氏
に
も
そ
の
志
向
は
あ
る
が
、
特
に
広
末
氏
の
研
究
は
、
悲
劇
と
し
て
こ

の
曲
全
体
を
論
じ
て
い
て
、
始
め
て
作
中
人
物
論
と
い
う
部
分
を
脱
し
た
研
究

と
し
て
、
注
意
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
以
上
概
観
し
て
来
た
二
種
の
研
究
は
、
そ
の
立
場

。
方
法
の
際
立

っ
た
相
異
に
も
拘
ら
ず
双
方
に
共
通
し
た
明
瞭
な

一
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
共
に
近
松
を
今
日
の
時
点
か
ら
振
返
っ
て
眺
め
る
そ
の
姿
勢
で

あ
る
。
前
者
に
就
い
て
は
そ
の
様
な
同
時
代
の
批
評
も
あ
勿
、
印
象
批
評
風
の

行
き
方
の
常
と
し
て
改
め
て
説
く
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
後
者
は
近
松
を
当
時
の

歴
史
社
会
的
状
況
の
中
に
置
い
た
事
は
確
か
だ
が
、
そ
の
近
松
を
含
め
た
社
会

と
言
う
も
の
は
、
歴
史
的
に
つ
ま
り
封
建
制
度
の
外
に
出
て
い
る
我
々
の
時
点

か
ら
、
制
度
の
中
に
居
る
者
―
―
そ
れ
が
作
者
で
あ
れ
作
中
人
物
で
あ
れ
ひ
と

し
な
み
に
―
―
を
い
わ
ば
同
情
的
に
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
い

う
姿
勢
を
指
摘
す
れ
ば
、
こ
れ
と
反
対
に
近
松
と
同
時
代
に
立
っ
て
眺
め
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
当
然
予
想
さ
れ
よ
う
。
す
で
に
例
え
ば
近
松
を
と
り
ま
く
具
体

的
な
芸
能
環
境
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
明
瞭
な
立
場
が
、
森
修
氏
に
よ
っ
て
主

張
さ
れ
、
昭
和
三
十
四
年

。
三

一
書
房
刊

『
近
松
門
左
衛
門
』
に
結
実
し
た
。

と
こ
ろ
で
私
の
立
場
は
す
で
に
緩
説
し
た
の
で
ノ
れヽ
に
譲
る
が
、
要
す
る
に
近

松
の
浄
瑠
璃
を
浄
瑠
璃
の
文
体
に
即
し
て
眺
め
よ
う
と
す
る
当
然
の
一
時
を
実

行
す
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
浄
瑠
璃
文
よ
り
意
図
を
さ
ぐ
り
、
之
に
従

っ
て
解
釈

を
下
し
、
作
者
の
享
受
者
へ
の
語
り
か
け
を
中
心
に
劇
場
と
い
う
場
を
再
現
し

よ
う
と
言
う
の
が
、
私
の
密
か
に
狙
う
最
終
目
標
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ

が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
る
か
の
判
定
は
私
の
仕
事
で
は
な
い
。
叱
正
を
叱
う
次

第
で
あ
る
。

一
一

従
来
こ
の
曲
が
論
ぜ
ら
れ
る
際
決

っ
て
話
題
に
あ
が

っ
た
の
は
、
大
体
左
の

四
場
面
に
於
け
る
お
さ
い
の
言
行
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
で
の
不
自

然

。
無
理

。
中
途
半
端
、
あ
る
い
は
ま
た
矛
盾
や
不
完
全
が
指
摘
さ
れ
る
の
で

あ

っ
た
。

①
娘
の
髪
を
結

っ
て
や
っ
た
後
婿
え
ら
び
を
し
な
が
ら
言
う
戯
れ
言
葉
。

②
権
三
に
す
で
に
許
嫁
が
居
た
事
を
知

っ
て
か
ら
の
激
し
い
嫉
妬
。

③
深
夜
権
三
に
真
の
台
子
の
伝
授
を
し
て
い
る
時
、
許
嫁
か
ら
贈
ら
れ
た
相

手
の
帯
を
取

っ
て
投
げ
、
代
り
に
自
分
の
を
解
い
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
狂

乱
ぶ
り
。

④
夫
の
名
誉
の
為
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
権
三
と
長
々
と
逃
避
行
を
続
け
、

最
後
に
夫
の
そ
ば
へ
懐
し
や
と
言

っ
て
駆
け
つ
け
る
不
可
解
な
行
為
ｌ

従
来
の
研
究
が
他
に
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
は
勿
論
な
い
が
、
主
な
点
は

こ
の
四
項
に
尽
き
、
逸
し
た
部
分
も
類
推
に
よ
っ
て
十
分
解
決
し
う
る
と
考
え

る
の
で
、
私
も
大
体
こ
の
順
に
従

っ
て
考
え
て
行
き
た
い
。
ま
ず
①
の
部
分
を
、

煩
を
い
と
わ
ず
引
用
す
る
。
お
さ
い
が
娘
に
相
応
し
い
婿
と
し
て
笹
野
権
三
を

挙
げ
、
こ
の
男
を
は
め
る
が
、
娘
は
年
上
す
ぎ
る
と
言

っ
て
嫌
う
。
そ
れ
に
対

す
る
お
さ
い
の
言
葉
で
あ
る
。　
　
　
　
‐

ア
ヽ
訳
も
な
い
、
母
は
三
十
七
の
酉
、
父
様
は

一
廻
り
上
の
酉
で
四
十
九
、

是
十
二
違
ふ
て
も
見
ン
事
わ
が
身
達
の
様
な
子
を
持
た
、
権
三
さ
ま
は

一

廻
り
下
の
酉
で
十
五
、
其
方
は
酉
で
十
三
、
十
二
の
違
い
は
ち
や
う
ど
好

い
似
合
比
、
ま
あ
二
三
年
し
て
顔
も
直
し
脇
詰
た
ら
し
つ
く
り
の
長
門
印

籠
、
ほ
ん
に
四
人
酉
の
年
是
も
不
思
議
、
栄
燿
い
は
ず
と
殿
御
に
持
ち
ゃ
、

其
方
が
厭
な
ら
母
が
男
に
持
ぞ
や
、
ほ
ん
に
市
之
進
殿
と
い
ふ
男
を
持
た

ね
ば
、
人
手
に
渡
す
権
三
様
じ
ゃ
な
い
わ
ひ
の
と
、
子
を
寵
愛
の
間
隔
な



く
、
時
の
座
興
の
深
戯
言
も
過
去
の
悪
世
の
縁
な
ら
め
、

右
の
文
を
全
体
同

一
の
質
の
も
の
と
し
て
取
扱
う
事
は
出
来
な
い
。
語
り
手

（

太
夫
）
は
今
ま
で
作
中
人
物
に
変
貌
し
て
そ
の
台
詞
を
語

っ
て
居
た
が
、
た
ち

ま
ち
変
貌
を
解
い
て
語
り
手
に
も
ど
り
、
舞
台
の
上
の
人
形
を
見
や
り
つ
つ
観

客
に
直
接
語
り
か
け
る
と
い
う
文
体
上
の
相
違
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
前

の
方
は
会
話
、
後
の
傍
線
部
は
所
謂
地
の
文
で
、
地
の
文
は
普
通
説
明
描
写
と

批
評
と
か
ら
成
る
が
、
こ
こ
で
は
全
て
が
批
評
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
注
意
し

た
い
の
は
、
こ
の
お
さ
い
の
台
詞
を
今
日
の
人
間
の
分
析
力

（叉
は
分
析
癖
）

で
ど
う
穿
墨
し
よ
う
と
自
由
で
あ
る
が
、
作
者

（語
り
手
）
の
意
図
と
し
て
は
、

批
評
部
分
で
規
定
し
て
い
る
程
度
の
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
台
詞
は
あ
く
ま
で
子
を
寵
愛
の
あ
ま
り
の
深
戯
言
で
あ
り

そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
深
戯
言
だ
が
、
戯
言
と
し

て
了
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
今

一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
批
評
が
語

り
手
と
観
客
と
の
間
の
取
り
引
き
で
あ
り
、
作
中
人
物
お
さ
い
は
何
ら
関
知
し

な
い
事
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

「深
戯
言
も
過
去
の
悪
世
の
縁
…
…
」
と

あ
る
が
、
お
さ
い
は
自
分
の
戯
言
の
持
つ
意
味
を
知
ら
な
い
の
に
対
し
、
語
り

手
と
観
客
と
は
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
し
、
お
さ
い
が
知
ら
な
い
事
に
な

っ
て
い

る
事
を
も
互
に
了
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
権
三
が
い
か
に
惚
れ
ば
れ
す
る
程
の

男
で
あ
る
か
と
言
っ
た

一
小
部
分
だ
け
を
考
え
て
い
る
お
さ
い
と
、

「過
去
の

悪
世
の
縁
」
と
言

っ
た
い
わ
ば
超
越
的
な
も
の
の
影
を
も
含
め
て
大
き
く
全
体

を
見
通
し
て
い
る
語
り
手

・
観
客
と
、
こ
の
両
者
間
に
あ
る
知
識
の
差
は
、
浄

瑠
璃
を
考
え
る
上
で
の
あ
る
本
質
的
な
点
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
明
治

期
の
代
表
的
な
近
松
批
評
で
あ
る

「
近
松
之
研
究
」
が

「
性
格
」
を
論
じ
る
際
、

そ
の
方
法
を

「専
ら
作
中
に
現
れ
た
る
人
物
を
実
在
の
個
人
と
見
依
し
…
…
」

（逍
遥
）
と
規
定
し
た
時
、
彼
等
は
い
わ
ば
こ
の
知
識
の
差
を
放
棄
し
た
の
で

あ
る
。
浄
瑠
璃
文
の
特
質
を
通
り
抜
け
て
先
へ
行

っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
逍
遥
に
あ

っ
て
は
、
放
棄
は
意
識
的
な
操
作
で
あ
り
、
従

っ
て
叉
別
の
操

作
へ
の
切
換
も
容
易
で
あ

っ
た

（彼
等
は
他
に

「修
辞
」
。
「意
匠
」
等
の
項
を

設
け
、
異
見
を
の
べ
て
い
る
）
が
、
そ
の
後
の
諸
家
に
あ
っ
て
は
放
棄
だ
け
が

行
な
わ
れ
た
と
い
う
事
で
あ
る
ら
し
い
。
大
体
性
格
論
は
、
近
代
小
説
を
論
じ

る
際
独
壇
場
の
感
を
持
た
せ
る
。
し
か
し
作
中
人
物
の
性
格
創
造
を
重
視
す
る

の
は
、
文
学
史
上
の
一
時
期
の
現
象
で
、
例
え
ば
今
世
紀
は
す
で
に
性
格
と
言

っ
た
固
定
的
な
も
の
を
疑

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
近
代
以

前
の
浄
瑠
璃
に
於
い
て
は
、
私
は
こ
の
方
法
の
限
界
を
先
に
見
る
。
も
と
よ
り
、

大
な
り
小
な
り
芸
術
作
品
の
自
律
性
を
認
め
る
事
は
常
に
正
し
い
事
で
、
作
品

が

一
箇
の
完
結
し
た
小
宇
宙
と
な
れ
ば
、
作
中
人
物
の
自
律
性
を
認
め
る
の
も

叉
当
然
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
や
は
り
当
の
相
手
の
浄
瑠
璃
と
い
う
形
式
に
あ

る
。
浄
瑠
璃
は
、
太
夫
に
よ
っ
て
台
詞
が
語
ら
れ
説
明
批
評
が
な
さ
れ
、

「
正

根
な
き
木
偶
」
に
よ
っ
て
そ
の
動
き
が
な
ぞ
ら
れ
る
演
劇
で
あ
る
。
語
り
手
と

人
形
遣
は
作
中
人
物
の
支
配
者
で
あ
り
、
観
客
の
知
識
は
彼
等
の
そ
れ
を
凌
駕

し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
台
詞
を
性
格
の
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
素

朴
に
利
用
す
る
に
止
ど
め
ず
、
批
評
と
い
う
鍵
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
く
事
の
意

味
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

さ
て
す
で
に
観
客
は
、
語
り
手
と
の
取
引
で
、

「過
去
の
悪
世
の
縁
」
と
言

っ
た
宿
命
と
か
運
命
と
か
言
う
べ
き
も
の
の
知
識
を
持

っ
て
い
る
。
そ
う
言

っ

た
観
客
に
と
っ
て
お
さ
い
の
戯
言
は
ど
う
映
る
か
。
当
然
こ
の
戯
言
は
、
お
さ

い
が
自
か
ら
自
己
の
宿
命
を
実
現
し
て
し
ま
っ
た
事
を
知
ら
せ
る
機
能
を
発
揮

す
る
。
例
え
ば
、
こ
う
い
う
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
子
供
が
戸
外
へ
遊

び
に
行
き
、
車
に
礫
か
れ
て
死
ん
だ
と
す
る
。
そ
う
言
え
ば
出
が
け
に
鼻
緒
が

切
れ
た
、
例
に
な
く
出
し
ぶ

っ
て
も
い
た
、
烏
鳩
き
も
悪
か
っ
た
―
―
こ
う
言



う
話
を
、
結
末
を
承
知
し
た
上
で
湖

っ
て
話
の
順
序
に
観
客
に
確
認
を
求
め
て

い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
鼻
緒
が
切
れ
ま
し
た
、
こ
れ
は
悪
い
前
兆
で
す
…
…

と
言
う
風
に
。
彼
が
鼻
緒
を
切
ら
な
か
っ
た
ら
、
或
は
切

っ
て
も
気
を
つ
け
て

外
出
を
見
合
わ
せ
た
ら
、
死
を
呼
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
子
供
は
運

命
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
鳥
鳴
き
が
禁
忌
で
あ
っ
た
様
に
、
お

さ
い
に
と

っ
て
深
戯
言
が
そ
れ
だ
っ
た
。
禁
忌
は
巧
く
か
わ
せ
ば
い
い
の
だ
が
、

一
寸
で
も
触
れ
る
と
た
ち
ま
ち
弦
の
よ
う
に
音
を
た
て
、
観
客
の
心
を
ふ
る
え

さ
せ
る
。
お
さ
い
は
す
で
に
一
度
鳴
ら
し
た
、
つ
ま
り
宿
命
を

一
歩
実
現
し
て

し
ま
っ
た
。
彼
女
は
観
客
の
前
に
定
ま
っ
た
路
線
を
実
現
し
て
行
く
人
と
し
て

現
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
つ
ま
り
お
さ
い
は
姦
通
へ
続
く
宿
命
を
演
ず
る
人
で

あ
る
。
観
客
は
気
を
も
み
な
が
ら
高
み
か
ら
こ
れ
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
記
場
面
の
後
、
お
さ
い
は
来
訪
し
た
権
三
と
の
間
で
娘
と
の
結
婚
契
約
を

す
る
場
が
あ
る
。

御
も
た
せ
の
名
酒
お
前
と
私
が
此
樽
に
、
か
う
手
を
か
け
れ
ば
契
約
の
盃

し
た
心
、
橋
が
無
け
れ
ば
渡
り
が
な
い
、
台
子
が
縁
の
橋
渡
し
此
樽
も
橋

渡
し
、
橋
に
て
祝
ふ
か
さ
さ
ぎ
の
身
も
紅
に
染
ま
る
共
、
世
に
歌
は
る
ヽ

は
し
な
ら
ん
、

お
さ
い
は
又
禁
忌
に
触
れ
た
。
実
に
あ
か
ら
さ
ま
に
触
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の

行
末
を
お
さ
い
は
気
づ
か
な
い
―
―
こ
れ
が
観
客
の
知
識
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
運
命
と
い
う
事
が
関
係
し
て
来
る
と
、
こ
の
事
件
の
原
因
追
求

に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持

っ
て
来
る
。
明
治
以
後
の
長
い
作
品
論
の
歴
史
を

展
望
す
る
時
、
意
図
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
立
論
の
動
機
を

一
様
に
原
因
追
求
に
置
い
て
い
る
所
は
興
味
深
い
。
原
因
は
時
に
社
会
に
時
に

個
人
に
―
―
お
さ
い
の
意
識
せ
ぬ
恋
心
や
嫉
妬
深
さ
等
―
―
に
求
め
ら
れ
、
そ

れ
ら
が
責
め
ら
れ
た
り
悔
や
ま
れ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
運
命
と
言
っ
た
超

越
的
な
も
の
の
支
配
が
考
え
ら
れ
る
と
、
当
然
そ
う
言
っ
た
原
因
を
追
求
す
る

作
業
が
疑
間
に
な
る
。
大
体
何
か

一
つ
の
結
果
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る

原
因
を
追
求
し
こ
れ
で
説
明
し
尽
せ
る
と
考
え
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
今

日
我
々
が
馴
れ
て
い
る
近
代
的
科
学
的
発
想
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、

結
果
が
天
変
地
異
と
同
じ
に

（今
日
で
は
大
半
の
天
変
地
異
は
原
因
が
明
ら
か

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
）
何
と
な
く
漠
然
と
起
り
わ
け
も
な
く
ふ
り
か
か
っ

て
来
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
詠
嘆
だ
け
が
残
さ
れ
た

仕
事
に
な
る
。
も
し
浄
瑠
璃
が
そ
う
言
う
次
元
で
の
産
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
厳

密
な
原
因
追
求
は
雲
散
霧
消
す
る
か
空
中
楼
閣
を
築
く
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
曲
の
場
合
は
、
運
命
が
頭
初
か
ら
全
て
を
支
配
し
人
間
は
風
の
前
の

羽
毛
の
如
き
手
も
足
も
出
ぬ
存
在
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
個
人
的
な
も
の
が

多
少
は
か
ら
ん
で
居
る
。
で
は
そ
れ
と
運
命
と
の
関
係
は
ど
の
様
に
考
え
ら
れ

て
い
る
の
か
。

お
さ
い
が
運
命
を
呼
び
起
し
招
き
寄
せ
た
、
そ
の
よ
う
な
契
機
を
彼
女
が
作

っ
た
と
言
う
の
が
両
者
の
関
係
で
あ
る
ら
し
い
。
先
に
述
べ
た
禁
忌
に
触
れ
る

と
言
う
の
も
こ
の
意
味
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
契
機
と
し
て
作
者
が

大
き
く
押
し
出
す
の
が
倍
気
で
あ
る
。
権
三
が
お
さ
い
の
前
で
誓

っ
た
他
に
約

束
し
た
女
は
居
な
い
と
い
う
言
葉
が
、
お
雪
の
乳
母
の
来
訪
で
嘘
と
判

っ
た
後
、

お
さ
い
が
激
し
く
搭
気
す
る
場

（冒
頭
の
四
項
中
②
）
が
あ
る
。
こ
の
場
の
嫉

妬
が
お
さ
い
の
意
識
下
の
恋
心
の
顕
れ
か
否
か
を
重
視
し
た
過
去
の
研
究
は
、

彼
女
が
貞
潔
な
女
か
否
か
の
決
定
を
避
け
難
い
課
題
と
心
得
た
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
す
で
に
見
た
通
り
そ
の
決
定
は
印
象
批
評
の
段
階
で
終

っ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。
お
さ
い
の
権
三
へ
の
愛
は
、
母
と
し
て
の
愛
か
女
と
し
て
の
そ

れ
か
と
い
う
設
問
も
同
じ
も
の
だ
が
、
肝
心
な
の
は
少
く
と
も
そ
の
分
析
を
許

す
可
能
性
が
無
い
次
元
で
書
か
れ
て
い
る
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
我
々
が
神
経



質
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
そ
う
言
っ
た
嫉
妬
の
心
理
的
根
拠
の
分
類
な
ど
無
し

に
、
た
だ
明
白
な
嫉
妬
と
言
う
現
象
が
意
識
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
と
は
従

っ
て
そ
れ
が
度
の
過
ぎ
た
も
の
で
な
い
か
、
法
界
搭
気
で
は
な
い
か
が
問
題
と

し
て
残
る
の
み
と
な
る
。
も
し
お
さ
い
に
責
め
ら
る
べ
き
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
点
以
外
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
作
者
の
曖
味
な
態

度
な
ど
こ
こ
に
は
な
い
。
そ
し
て
観
客
は
、
度
の
過
ぎ
た
倍
気

・
法
界
倍
気
が
、

叉
運
命
の
弦
を
鳴
ら
す
の
で
は
な
い
か
を
恐
怖
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
私
は
、
お
さ
い
の
権
三
に
対
す
る

「好
意
」
ま
で
否
定
し
よ

う
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
疑
い
も
無
く
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は

お
さ
い
の
権
三
に
対
す
る
限
ら
れ
た
好
意
と
し
て
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
、

権
三
と
い
う
人
物
は
広
く
観
客
全
体
か
ら
惚
れ
こ
ま
れ
る
人
物
、
劇
場
に
於
い

て
そ
の
よ
う
に
了
解
済
み
の
人
物
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
治
以
来
の
作
中

人
物
論
が
、
権
三
を
無
視
し
て
お
さ
い
に
眼
を
集
め
て
来
た
事
は
す
で
に
見
て

来
た
通
り
だ
が
、
実
の
所
そ
れ
は
当
然
で
、
権
三
は
出
て
い
る
場
の
多
い
割
に

漠
然
た
る
印
象
し
か
与
え
な
い
し
、
作
者
の
注
意
も
細
部
に
迄
十
分
払
わ
れ
て

い
な
い
人
物
の
様
で
あ
る
。
こ
の
曲
の
冒
頭
上
巻
の
口
で
、
彼
は
武
芸
の
誉
れ

高
い
美
男
子
と
し
て
謳
歌
さ
れ
、
馬
術
競
争
に
勝
つ
颯
爽
た
る
場
面
も
置
か
れ

て
い
て
、
い
わ
ば
極
附
の
人
物
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
お
さ
い
に
尋
ね

ら
れ
た
時
、
他
に
約
束
し
た
女
は
居
な
い
と
嘘
を
つ
く
。
こ
の
嘘
は
こ
の
曲
の

中
で
重
大
な
意
味
を
持

っ
て
も
い
る
し
可
な
り
あ
か
ら
さ
ま
な
嘘
で
も
あ
る
の

だ
が
、
こ
の
場
合
当
然
予
想
さ
れ
る
地
の
文
で
の
作
者
の
批
評
―
―
例
え
ば
彼

は
苦
し
ま
ぎ
れ
に
止
む
を
得
ず
嘘
を
つ
い
た
の
で
あ
る
―
―
と
言

っ
た
風
の
言

葉
も
全
く
附
け
ら
れ
て
居
な
い
。
こ
の
事
実
の
評
価
と
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
と

は
問
題
を
含
む
が
、
少
く
と
も
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
こ
の
彼
の
行
為
が
格
別

注
意
を
払
わ
れ
て
居
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
嘘
を
理
由
に
権
三
は
当
世

風
の
軽
薄
な
美
男
だ
と
性
格
決
定
に
も
ち
こ
む
の
は
容
易
だ
が
、
そ
の
前
に
俗

謡
で
名
高
い
こ
の
人
物
が
、
す
で
に
観
客
全
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
了
解
を
と
り

つ
け
た
人
物
に
な

っ
て
い
る
事
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
お
さ
い
は

そ
う
で
は
な
い
。
彼
女
は
そ
う
言

っ
た
漠
然
と
し
た
存
在
を
背
景
に
し
て
現
わ

れ
、
こ
れ
か
ら
観
客
の
前
で
何
か
を
演
じ
見
せ
始
め
る
人
物
で
あ
る
。

三

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
言
う
西
欧
劇
理
論
の
用
語
が
仮
に
こ
こ
に
も
通
ず
る
も

の
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
こ
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
上
の
巻
切
を
こ
れ
に
擬
し
て
も

い
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
ず
お
さ
い
は
、
真
の
台
子
伝
授
の
為
、
深
夜
権
三
と

二
人
き
り
で
数
寄
屋
に
入
る
。
こ
の
行
為
を
武
家
の
女
房
と
し
て
軽
は
ず
み
だ

と
攻
撃
し
て
い
る
研
究
も
あ
り
、
そ
う
で
も
な
い
と
反
論
し
て
い
る
も
の
も
あ

っ
た
が
、
そ
れ
に
は
当
時
の
習
慣
の
博
査
を
要
す
る
。
し
か
し
こ
の
浄
瑠
璃

一

篇
を
考
え
る
上
で
肝
心
な
の
は
、
こ
の
二
人
の
行
為
が
、
何
も
知
ら
ぬ
端
か
ら

見
れ
ば
、
当
然
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
に
見
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
者

も
説
明
を
加
え
て
い
る
。

手
燭
片
手
に
伝
授
の
箱
、
二
人
忍
び
し
有
様
は
人
の
疑
ひ
あ
る
べ
し
と
、

我
身
に
見
へ
ぬ
障
子

一
重
、
開
け
て
数
寄
屋
に
入
に
け
り
、

浄
瑠
璃
の
常
で
会
話
か
地
の
文
か
の
区
別
の
つ
け
難
い
部
分
は
あ
る
も
の
だ
が
、

右
の
傍
線
部
分
は
彼
ら
が
心
の
中
で
考
え
た
事
の
説
明
と

一
応
と
っ
て
よ
か
ろ

う
。
多
少
無
理
な
が
ら
短
い
台
詞
の
挿
入
と
も
と
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
そ
う

と
っ
て
も
同
じ
で
、
そ
の
よ
う
に
疑
わ
れ
る
可
能
性
を
予
想
し
て
い
る
と
書
か

れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
作
者
と
し
て
は
、
お
さ
い
と
権
三
が
姦
夫

・
姦

婦
だ
と
当
然
見
え
る
よ
う
な
場
面
を
こ
し
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
に

於
け
る
作
者

（語
り
手
）

。
作
中
人
物

・
観
客
三
者
の
関
係
を
み
る
の
に
好
都



合
な
人
物
が
登
場
す
る
。

汝
は
四
方
見
合
せ
跡
か
ら
来
い
と
伴
之
丞
、
そ
ろ
リ
ノ
ヽ
と
這
ひ
く
ゞ
り
、

庭
に
出
れ
ば
数
寄
屋
の
内
に
燈
火
の
、
影
は
障
子
に
男
と
女
忍
び
あ
ふ
夜

の
私
語
、
う
な
づ
き
合
ふ
て
、
顔
と
顔
寄
せ
て
し
っ
ぼ
り
濡
れ
の
露
、
寝

て
仕
廻
ふ
た
か
ま
だ
寝
ぬ
か
、
し
み
ム
ヽ
う
ま
い
花
盛
り
、
伴
之
丞
も
気

は
上
づ
り
、
裾
は
お
留
守
を
念
が
け
て
、
先
陣
越
さ
れ
た
宇
治
川
に
、
膝

ぶ
リ
ノ
ヽ
の
流
れ
武
者
咽
を
渇
か
し
立
け
る
が
、
…
…

伴
之
丞
は
作
中
人
物
お
さ
い
。
権
三
を
見
て
い
る
。
そ
の
見
て
い
る
伴
之
丞
を

含
め
た
全
体
を
観
客
は
見
て
い
る
。
伴
之
丞
は
こ
の
場
に
関
し
て
は
部
分
し
か

知
ら
な
い
。
し
か
し
観
客
は
全
体
を
知

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
が
実
は
姦
通

で
は
な
く
真
の
台
子
を
伝
授
し
て
い
る
の
だ
と
知
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
観
客

は
、
そ
れ
が
伴
之
丞
の
目
に
は
、
忍
び
会
う
夜
の
私
語
と
当
然
見
え
る
で
あ
ろ

う
事
を
も
承
知
し
て
い
る
。
逆
に
言
う
と
、
お
さ
い
。
権
三
は
、
伴
之
丞
に
そ

う
見
え
る
よ
う
に
姦
通
場
面
を
演
じ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
観
客
を
も
、
あ

れ
で
は
伴
之
丞
に
誤
解
さ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
―
―
と
納
得
さ
せ
ね
ば
な
ら

な
い
の
だ
。
否
む
し
ろ
、
劇
場
で
は
、
納
得
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
相
手
は
観
客

だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
の
演
技
は
必
然
本
物
同
様
真
に
追

っ
た
も
の
に
、

否
本
物
以
上
に
あ
か
ら
さ
ま
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に

お
く
れ
て
来
た
観
客
が
こ
の
場
で
入
場
す
れ
ば
、
当
然
本
物
だ
と
思
う
で
あ
ろ

う
様
に
。
諸
先
学
が
こ
の
場
の
表
現
に
、
こ
と
さ
ら
好
色
な
意
図
を
感
じ
と
っ

た
の
は
、
従

っ
て
当
然
の
事
で
あ

っ
た
の
だ
。
む
し
ろ
露
骨
で
あ
る
事
が
必
要

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
い
う
姦
通
劇
を
見
な
が
ら
、
観
客
は

一
方
で

お
さ
い
が
止
ど
め
難
い
路
線
を
進
み
つ
つ
あ
る
事
を
、
そ
し
て
い
よ
い
よ
逃
が

れ
難
い
所
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
事
を
、
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
に
続
く
場
面

（冒
頭
の
四
項
中
③
）
の
お
さ
い
の
行
動
に
関
し

て
は
、
問
題
が
多
い
。
全
て
は
格
気
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
と
は
言
え
、
狂
乱
に

近
い
倍
気
で
あ

っ
て
、
そ
の
激
し
さ
に
人
は
ど
う
し
て
も
例
え
ば
お
さ
い
の
意

識
下
に
露
め
く
心
理
な
ど
を
考
え
た
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
こ
こ
に
は

我
々
の
現
実
の
理
論
で
言
う
と
、
納
得
し
難
い
も
の
が
存
在
す
る
様
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
作
者
の
言
う
所
に
よ
る
と
、
つ
ま
り
劇
場
の
理
論
に
依
る
限
り
、

こ
れ
で
当
然
納
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
無
い
事
だ
が
、
劇

場
を
支
配
す
る
の
は
劇
場
の
理
論
で
あ

っ
て
現
実
の
理
論
で
は
無
い
か
ら
で
あ

る
。
も
と
よ
り
こ
の
両
者
の
関
係
は
復
雑
微
妙
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
例
え
ば

劇
場
で
は
、
幕
が
降
り
て
次
に
上
っ
た
時
、
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
事
に
な
っ

て
い
れ
ば
我
々
は
現
実
の
休
憩
時
間
が
十
五
分
だ

っ
た
事
を
た
だ
ち
に
忘
れ
る

し
、
悪
逆
非
道
の
限
り
を
尽
し
た
人
物
で
も
最
終
幕
で
涙
を
流
し
て
後
悔
す
る

と
、
観
客
は
容
易
に
彼
を
許
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
劇
場
に
於
け
る
時
間

は
全
く
作
者
の
手
の
中
に
あ
り
、
観
客
は

一
種
痴
果
的
な
弛
緩
状
態
に
あ
る
と

言
え
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
も
し
仮
に
こ
の
よ
う
に
現

実
の
理
論
と
別
に
も
う

一
つ
の
理
論
を
作
り
、
こ
れ
に
従

っ
て
行
動
す
る
事
を

「遊
び
」
と
定
義
し
て
い
い
な
ら

（恐
ら
く
こ
の
様
な
漠
と
し
た
定
義
は
認
め

て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
）、　
劇
場
は
ま
ぎ
れ
も
無
く
遊
び
の
場
で
あ
り
、
遊
び
の

場
で
は
、
現
実
を
無
差
別
に
持
ち
込
む
者
を
野
暮
と
し
て
退
け
る
習
慣
が
あ
る
。

こ
の
場
の
理
論
は
、
こ
の
曲
だ
け
を
眺
め
て
い
る
と
や
や
解
り
難
い
か
と
思
わ

れ
る
の
で
、
類
想
的
な
姦
通
曲
で
あ
る

『堀
川
波
鼓
』

『大
経
師
昔
暦
』
か
ら

の
類
推
と
い
う
方
法
に
助
け
を
借
り
る
の
が
賢
明
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
通
り

『堀
川
波
鼓
』
の
理
論
は
こ
う
で
あ
る
。
女
主
人
公
お
種
が
犯

す
許
し
難
い
行
為
で
あ
る
姦
通
が
観
客
か
ら
許
さ
れ
る
の
は
、
酒
に
酔

っ
た
無

意
識
時
の
行
為
だ
か
ら
で
、
こ
の
件
に
お
種
は
関
知
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

せ
い
ぜ
い
酒
好
き
と
言
う
小
欠
点
が
責
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
だ
れ
し
も
納
得



し
た
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
小
欠
点
が
契
機
と
な
っ
て
大
事
を
招
い
た
点
は
、

同
情
に
価
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『大
経
師
昔
暦
』
の
お
さ
ん
の
欠
点
は
倍
気

だ
が
、
夫
の
浮
気
を
格
気
し
て
之
を
こ
ら
し
め
よ
う
と
下
女
の
寝
床
に
入
っ
て

い
て
、
暗
闇
の
故
に
相
手
が
別
人
と
知
ら
ず
に
通
じ
た
の
で
あ
る
。
本
人
は
意

識
せ
ぬ
事
で
、
悔
や
ま
れ
る
の
は
お
さ
ん
の
倍
気
と
い
う
悪
癖
に
す
ぎ
な
い
。

『
鑓
の
権
二
重
唯
子
』
の
場
合
も
同
様
お
さ
い
の
悪
癖
格
気
が
言
い
わ
け
な
の

だ
が
、
さ
ら
に
彼
女
は
そ
の
為
我
を
忘
れ
た
狂
乱
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

そ
の
間
の
行
為
は
彼
女
に
無
関
係
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
常
識
を
超
え
た

一
種

人
間
離
れ
の
状
態
で
は
、
理
屈
に
合
わ
ぬ
行
為
の
出
て
来
る
の
も
当
然
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
我
国
の
劇

一
般
に
於
け
る
嫉
妬
や
狂
乱
の
取
扱
を
展
望
す
る
事
で

補
強
さ
れ
よ
う
が
、
こ
の
場
は
右
の
理
論
で
了
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
間
違

い
あ
る
ま
い
。
た
だ
お
さ
い
が
他
の
二
曲
と
異
な
る
の
は
そ
の
狂
乱
状
態
で
罪

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
解
い
た
二
人
の
帯
を
伴
之
丞
に

お
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
動
か
ぬ
罪
の
証
拠
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

伴
之
丞
に
動
か
ぬ
証
拠
を
取
ら
れ
た
後
お
さ
い
は
、
市
之
進
の
名
誉
の
為
不

義
者
に
な
り
極
め
て
夫
の
手
に
討
た
れ
て
く
れ
と
、
権
三
に
要
求
す
る
。

不
承
な
が
ら
今
援
で
女
房
じ
ゃ
夫
じ
ゃ
と
、　
〓
一一口
い
ふ
て
下
さ
れ
思
は
ぬ

難
に
名
を
流
し
、
命
を
果
す
お
前
も
い
と
し
ひ
は
い
と
し
ひ
が
、
二
人
の

子
を
な
し
た
、
十
年
の
名
染
に
は
、
わ
し
や
か
へ
ぬ
ぞ
と
わ
っ
と
斗
歎
、

く
づ
を
れ
見
え
け
れ
ば
、
権
三
も
無
念
の
男
泣
、
五
臓
六
腑
を
吐
出
し
く

ろ
か
ね
の
熱
湯
が
、
咽
を
通
る
苦
し
み
よ
り
主
の
有
女
房
を
、
我
女
房
と

い
ふ
苦
患
百
倍
千
倍
無
念
な
が
ら
、
こ
う
成
り
下
っ
た
武
運
の
尽
是
非
が

な
い
、
権
三
が
女
房
、
お
ま
へ
は
夫
、　
工
ヽ
／
ヽ
ノ
ヽ
忌
々
し
い
と
す
が

り
合
泣
よ
り
、
外
の
事
ぞ
な
き
。

こ
の
場
の
お
さ
い
の
理
論
は
、
我
々
に
は
納
得
し
か
ね
る
所
が
多
い
。
彼
女
の

要
求
は
全
く

一
方
的
な
無
理
強
い
の
様
に
思
わ
れ
る
し
、
市
之
進
に
討
た
れ
る

為
な
ら
誓
言
な
ど
は
不
用
で
、
黙

っ
て
立
去
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

こ
う
い
う
要
求
が
兎
に
も
角
に
も
通
り
、
誓
言
が
声
を
大
に
し
て
悲
痛
に
語
ら

れ
る
の
は
、
ほ
か
で
も
無
い
、
こ
こ
で
、
こ
の
観
客
の
前
で
、　
一
場
の
姦
通
劇

が
開
演
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
姦
婦

・
姦
夫
は
正
に
苦
患
、
甚

だ
辛
い
役
割
だ
が
、
文
字
通
り
そ
の
役
に
な
り
極
わ
め
、
演
じ
お
お
せ
て
、
姦

通
劇
を
完
全
に
上
演
し
て
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
市

之
進
の
仇
討
は
、
事
情
を
知

っ
て
い
る
観
客
の
目
に
は
、
妻
に
編
さ
れ
た
上
で

の
行
為
に
過
ぎ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
お
さ
い
は
だ
れ
を
馬

し
も
し
な
い
。
ひ
た
す
ら
こ
の
忌
わ
し
い
役
に
な
り
切
る
。
苦
患
で
あ
る
が
故

に
姦
婦
に
な
る
事
を
お
さ
い
自
身
が
容
認
し
た
様
に
、
劇
場
は
苦
患
で
あ
る
が

故
に
彼
女
の
こ
の
行
為
を
容
認
し
、
剰
さ
え
同
情
し
涙
し
つ
つ
観
る
事
を
可
能

に
す
る
。
こ
こ
で
観
客
は
、
今
ま
で
運
命
を
演
じ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
お

さ
い
が
、
意
識
的
に
こ
れ
を
押
し
進
め
て
行
こ
う
と
し
始
め
る
そ
の
変
貌
を
見

る
事
に
な
る
。
今
ま
で
と
違

っ
て
、
地
の
文
中
で
語
り
手
が
運
命
を
予
告
す
る

事
が
無
く
な

っ
て
行
く
の
も
当
然
で
、
こ
れ
か
ら
は
今
ま
で
知
ら
ず
に
演
じ
て

来
た
役
割
の
あ
と
半
分
を
演
じ
お
お
せ
て
、
お
さ
い
自
か
ら
演
技
を
完
成
す
る

わ
け
で
あ
る
。

二
人
が
こ
の
様
に
決
意
す
る
瞬
間
を
と
ら
え
て
、
こ
こ
に

「姦
通
悲
劇
の
感

動
」
を
見
た
の
は
広
末
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
氏
が
悲
劇
の
要
件
と
し
て
、
行

動
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
事
、
換
言
す
れ
ば
行
為
に
於
け
る
主
体
性
を
持

ち
出
し
た
か
ら
に
は
か
な
る
ま
い
。
と
す
る
と
当
然
、
こ
れ
以
外
の
場
に
は
同

一
種
類
の
感
動
は
見
ら
れ
な
く
て
、

「あ
と
は
全
て
、
女
敵
討
の
悲
劇
」
と
し

て
、

「従
属
的
な
悲
劇
」
と
い
う
第
二
義
的
段
階
に
追
い
や
ら
れ
る
。
氏
の
こ

の
観
方
は
近
松
か
ら
多
く
の
も
の
を
汲
上
げ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
ま
ぎ
れ
も



無
く
す
ぐ
れ
た
理
論
で
あ
り
、
結
論
は
別
に
し
て
も
示
唆
に
富
ん
だ
仕
事
で
あ

ろ
う
が
、
私
は
別
に
、
最
も
基
本
的
な
意
味
で
こ
こ
か
ら
の
お
さ
い
を
劇
的
と

感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
少
し
く
考
え
て
み
る
為
に
は
、
劇

の
定
義
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

劇
と
は
何
か
と
言
う
問
い
か
け
は
、
人
間
と
は
何
か
と
言
う
問
い
か
け
に
も

似
て
、
古
来
多
く
の
人
が
発
し
、
現
在
将
来
共
に
問
い
続
け
ら
れ
行
く
事
で
あ

ろ
う
。
最
近
寓
目
の
限
り
で
こ
の
種
の
論
議
は
、
問
題
が
葛
藤
と
か
ド
ラ
マ
と

か
言
う
事
で
展
開
し
て
居
り
、
抽
象
的
で
深
遠
且
つ
難
解
、
私
は
そ
の
論
議
に

参
加
す
る
事
が
到
底
出
来
そ
う
に
無
い
。
そ
れ
に
私
は
そ
の
よ
う
な
議
論
に
興

味
が
無
く
、
そ
こ
へ
行
く
前
の
身
近
な
段
階
で
、
劇
の
最
低
条
件
を
考
え
て
み

た
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
異
論
の
出
ぬ
線
ま
で
引
き
さ
げ
た
上
で
劇
の
最
低
条

件
は
、
と
言
え
ば
、
誰
か
が
誰
か
を
演
ず
る
事
、
何
か
が
何
か
に
な
る
事
だ
と

言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
曲
は
甚
だ
劇
的
と
言
え
る
。
ま
ず
人
形
が
お
さ

い
を
演
ず
る
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
次
に
作
中
人
物
お
さ
い
が
運
命
を
演
ず

る
、
だ
が
さ
ら
に
、
お
さ
い
は
姦
婦
と
い
う
役
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

我
々
は
こ
れ
に
類
す
る
経
験
を
、
つ
ま
り
劇
的
な
経
験
を
、
劇
中
に
於
て
の
み

な
ら
ず
日
常
生
活
の
中
で
常
に
持

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え
ば
、

太
閤
の
生
涯
は
劇
的
だ

っ
た
と
か
、
二
人
の
出
逢
い
は
実
に
劇
的
だ
っ
た
と
か
、

彼
は
劇
的
な
身
振
で
挨
拶
し
た
な
ど
と
我
々
は
平
常
よ
く
用
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
劇
的
は
波
乱
万
丈
と
か
空
想
的
な

。
意
外
な
、
又
は
大
袈
裟
な

。
外
見
的
な

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
過
ぎ
な
く
て
、
私
の
言
う
の
は
こ
う
言

っ
た
派
生
的
な

意
味
で
の
そ
れ
で
は
勿
論
な
い
。
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
場
面
は
日
常
だ
れ
し
も

経
験
す
る
所
で
は
な
か
ろ
う
か
―
―
。

私
の
母
は
す
で
に
年
老
い
て
、
隠
退
し
た
父
と
単
調
平
凡
な
日
々
を
送

っ
て

い
る
。
し
か
し
例
え
ば
孫
の
病
気
と
言

っ
た
事
態
は
彼
女
を

一
変
さ
せ
ず
に
は

お
か
な
い
。
彼
女
の
存
在
が
価
値
を
持
ち
、
過
去
の
知
識
と
経
験
が
役
立
つ
の

は
こ
の
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
早
朝
か
ら
深
夜
ま
で
枕
元
に
座
し
て
小
声
で
子
守

歌
を
歌
い
祈
り
を
し
、
病
者
の
身
辺

一
切
に
万
遺
漏
な
き
ょ
う
目
を
配
る
。
当

然
疲
れ
て
い
る
筈
だ
の
に
日
は
輝
き
肌
は
艶
を
帯
び
て
い
る
。
病
気
が
進
行
し

て
行
く
に
つ
れ
て
平
常
の
愚
痴
も
饒
舌
も
忘
れ
、
寡
黙
に
な
っ
て
周
囲
に
は
目

も
く
れ
ず
、
緊
張
の
中
で
自
分
の
役
割
を
切
実
な
も
の
に
し
て
行
く
。
そ
う
い

う
時
の
母
は

一
心
不
乱
で
何
か
近
寄
り
難
い
す
さ
ま
じ
い
も
の
を
発
散
す
る
。

明
ら
か
に
日
常
の
あ
の
退
屈
で
単
調
な
時
間
と
は
異
な
っ
た
濃
密
で
充
実
し
た

時
間
が
流
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
や
が
て
快
癒
と
共
に
母
は
日
常
生
活
へ
一戻

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
全
快
の
日
、
彼
女
は
自
分
の
役
を
演
じ
お
お
せ
て

晴
れ
晴
れ
と
し
か
し
同
時
に
名
残
惜
し
げ
に
、
役
を
お
り
て
行
く
の
で
あ
る

―
―
。
こ
う
い
っ
た
事
態
を
彼
女
が
再
び
、
否
今
後
度
々
経
験
出
来
れ
ば
、
残

る
生
涯
彼
女
は
幸
わ
せ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
孫
の
病
気
を
彼
女
は
望
ん

で
居
は
し
な
い
。
が
そ
う
い
う
事
態
が
す
で
に
あ
る
場
合
、
た
と
え
疲
労
の
極

に
死
ん
だ
と
し
て
も
そ
れ
を
愚
か
だ
み
じ
め
だ
と
断
定
す
る
の
は
僣
越
な
行
為

に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
と
て
も
同
じ
で
、
単
調
な
毎
日
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
、

そ
う
い
う
役
割
を
求
め
て
い
る

（所
謂
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
説
は
そ
の
渇
仰
の
描

写
と
み
え
る
）
し
、
う
ま
く
役
を
つ
か
め
た
そ
の
間
我
々
は
自
分
を
か
け
が
え

の
無
い
巨
大
な
存
在
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
太
閤
の
生
涯
は
、
彼
が
そ
う
い
う

役
を
演
じ
つ
づ
け
た

（と
見
え
る
）
故
に
、
劇
的
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
お
さ
い
の
役
が
完
成
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
夫
の
手
に
よ
っ

て
う
ま
く
殺
害
さ
れ
る
時
で
あ
る
が
、
こ
の
曲
は
真
直
そ
こ
へ
進
ま
な
い
。
道

行
の
後
、
岩
木
忠
太
兵
衛
宅
の
可
な
り
長
い
場
が
あ
り
、
残
さ
れ
た
親
類
縁
者

の
歎
き
が
展
開
さ
れ
る
。
先
に
用
い
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
語
に
応
ず
る
こ
の

場
に
相
応
し
い
用
語
を
不
幸
に
し
て
知
ら
ぬ
が
、
こ
の
場
は
概
し
て
評
判
が
悪



く
、
統

一
感
を
乱
す

。
緊
迫
感
を
殺
ぐ
と
言
う
事
で
減
点
さ
れ
て
い
る
模
様
で

あ
る
。
統

一
感
が
あ
り
緊
張
が
持
続
し
て
い
る
の
を
よ
し
と
す
る
の
は
、
必
ず

し
も
常
に
通
用
す
る
法
則
と
は
限
ら
ぬ
が
、
評
価
を
別
に
し
て
こ
こ
に
は
明
ら

か
に
あ
る
統

一
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
演
劇
は
書
か
れ
た
時
点
に

於
い
て
、
或
は
舞
台
に
実
現
さ
れ
た
時
点
に
於
い
て
、
完
成
す
る
も
の
で
は
な

い
。
作
者
側
が
投
じ
た
所
で
終
る
の
で
な
く
、
球
が
観
客
に
う
け
と
め
ら
れ
た

時
始
め
て
演
劇
に
な
る
。
観
客
は
お
さ
い
が
意
識
的
に
姦
婦
に
な
っ
た
事
情
の

一
切
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
、
事
情
を
知
ら
な
い
残
さ
れ
た
者
達
が
、

怒
り
悲
し
む
の
も
当
然
だ
と
い
う
事
も
承
知
し
て
い
る
。
従

っ
て
残
さ
れ
た
老

母
や
子
供
達
が
歎
き
悲
し
め
ば
悲
し
む
程
、
そ
の
よ
う
な
歎
き
を
与
え
た
お
さ

い
は
、
非
難
さ
れ
る
の
で
な
く
、
観
客
は
ど
ち
ら
の
事
情
を
も
承
知
し
ど
ち
ら

も
道
理
至
極
で
あ
る
故
に
、
ま
す
ま
す
泣
け
て
来
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
。

さ
ら
に
、
鬼
か
畜
生
か
と
恨
ま
れ
れ
ば
恨
ま
れ
る
程
、
そ
れ
が
事
実
で
な
い
お

さ
い
。
権
三
は
、
ま
す
ま
す
哀
れ
さ
を
増
し
同
情
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
さ
い
。
権
三
は
姦
婦

・
姦
夫
と
し
て
逃
亡
し
追
手
を
恐
怖
す
る
。
お
さ
い

が
心
配
し
て
い
る
の
は
、
自
分
の
役
割
が
意
図
の
通
り
完
結
し
な
い
の
で
は
な

い
か
、
つ
ま
り
助
太
刀
の
者
な
ど
に
斬
ら
れ
は
せ
ぬ
か
と
言
う
点
で
あ
る
。
観

客
の
心
配
も
そ
こ
に
あ
る
。　
一
度
だ
け
お
さ
い
は
思
わ
ず
役
を
忘
れ
、
本
心
の

叫
び
声
を
あ
げ
て
夫
に
駆
け
寄
る
。
こ
れ
は
勿
論
哀
れ
を
極
め
観
客
を
泣
か
せ

る
に
十
分
で
は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
姦
通
劇
が
台
無
し
に
な

っ
た
り
は
し
な
い
。

勿
論
作
者
は
、
権
三
と
同
様
お
さ
い
の
役
を
見
事
に
完
結
さ
せ
、　
一
場
の
結
末

に
相
応
し
い
作
法
に
よ
り
斬
ら
れ
て
死
ぬ
所
を
、
観
客
の
前
に
展
開
し
て
く
れ

Ｚつ
。注１

『帝
国
文
学
』
第
二
巻
第
三
（明
治
二
十
九
年
三
月
）
所
載
「巣
林
子
研

究
家
に
与
ふ
」

２

『
国
文
学
』
第
二
十
五
号

（昭
和
三
十
九
年

一
月
）
所
載

「
近
松
浄
瑠
璃

文
体
の
批
評
的
要
素
」

３
こ
の
点
に
関
し
て
は
守
随
憲
治
氏
著

。
世
界
文
学
は
ん
ど
ぶ
つ
く
『
近
松
』

（昭
和
二
十
二
年
刊
）
が
特
に
疑
間
を
提
出
し
て
い
る
。

２

九
六
四

。
一
一
二

一〇
）

（梅
花
女
子
大
学
助
教
授
）
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