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そ
う
考
え
る
と
、「
日
（
陽
）
は
ま
た
昇
る
」
と
い
う
題
名
の

意
味
も
納
得
で
き
る
。
確
か
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
小
説
が
あ
っ
た

し
、
確
か
そ
ん
な
名
の
映
画
が
あ
っ
た
。「
日
」
は
基
本
的
に
毎

日
必
ず
昇
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
ま
た
」
を
使
う
と
ち
ょ
っ
と

ふ
つ
う
で
な
い
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
く
る
。「
日
が
昇
る
」

と
い
う
こ
と
に
次
の
日
が
来
る
と
い
う
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
例
え
ば
、「
太
陽
は
西
に
沈
む
」

に
「
ま
た
」
を
つ
け
て
「
太
陽
は
ま
た
西
に
沈
む
」
と
な
れ
ば
、

あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
す
ぎ
て
題
名
に
は
な
ら
な
い
。「
お
い
お

い
、
太
陽
が
西
に
沈
ま
ん
こ
と
が
あ
る
ん
か
い
！
」
な
ど
と
つ
っ

こ
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

「
日
は
ま
た
昇
る
」
の
場
合
、「
日
が
昇
る
」
こ
と
全
体
を
繰
り

返
し
と
し
て
い
う
の
で
は
な
く
、
述
語
の
「
昇
る
」
だ
け
を
追

加
的
に
「
ま
た
」
で
修
飾
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、「
昇
る
」
こ
と
が
今
日
や
昨
日
と
同
じ
く
、
明
日
（
明

日
以
後
）
に
も
同
じ
よ
う
に
起
こ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。「
ま

た
」
に
よ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
表

現
さ
れ
る
た
め
、
例
え
ば
、
あ
た
か
も
「
日
」
が
も
う
昇
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
存
在
し
た
と
い
っ
た
文
脈
を
言
外

に
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
語
順
も
重
要
だ
（
「
ハ
」「
ガ
」
の
問
題
に
も
関
わ
る

が
こ
こ
で
は
省
略
す
る
）。「
ま
た
日
は
昇
る
」「
日
は
ま
た
昇
る
」

で
は
、
後
者
の
方
が
か
っ
こ
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
ど
う
だ

ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
、

街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時

蜜み

柑か
ん

の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る

木き
の

下し
た

利り

玄げ
ん

と
い
う
短
歌
が
あ
る
が
、「
ま
た
」
の
語
順
を
変
え
て
、「
ま
た
冬

が
来
る
」
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
文
法
的
に
は
で
き
る
。

そ
こ
で
、
ど
の
場
所
に
「
ま
た
」
を
お
く
か
で
意
味
が
ど
う
変

わ
る
の
か
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、「
太
郎
は
ま

た
次
郎
と
東
京
へ
行
っ
た
。」「
太
郎
は
次
郎
と
ま
た
東
京
へ
行
っ

た
。」
を
比
べ
る
と
、
誰
と
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
な
ら

一
番
目
の
文
、
ど
こ
へ
と
い
う
部
分
に
注
意
し
て
い
た
ら
二
番
目

の
文
と
い
う
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ま
た
」
の
後
の

部
分
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

先
ほ
ど
の
「
日
は
ま
た
昇
る
」
で
は
、「
昇
る
」
こ
と
が
「
ま
た

あ
る
」
と
言
う
点
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。「
日
は
ま
た
昇
る
」
―

何
も
い
わ
な
く
て
も
、
そ
こ
に
「
明
日
」
が
、
そ
し
て
「
希
望
」
が

読
み
込
ま
れ
る
。「
ま
た
」
は
実
は
こ
れ
ま
た
す
ご
い
コ
ト
バ
な
の

で
あ
る
。

「
ま
た
」
と
い
う
接
続
詞
が
あ
る
。
累
加
や
補
充
を
表
す
と
い
わ

れ
て
い
る
。
語
源
的
に
は
、「
二
つ
に
分
か
れ
た
と
こ
ろ
」
を
表
す

も
の
と
思
わ
れ
、
木
の
股
も
、
人
の
股
も
、
お
そ
ら
く
つ
な
が
り

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
接
続
詞
と
し
て
の
「
ま
た
」
は
、
論
理
の

流
れ
の
中
の
一
種
の
分
か
れ
目
に
お
い
て
、
そ
の
分
か
れ
た
も
う

一
方
の
ほ
う
を
追
加
的
に
取
り
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

副
詞
と
し
て
の
「
ま
た
」
も
、
こ
う
い
う
付
け
加
え
を
表
す
意

味
が
基
本
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
太
郎
が
以

前
来
た
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
文
脈
で
、「
太
郎
が
ま

た
来
た
。」
と
い
え
ば
、
追
加
的
に
「
太
郎
が
来
た
」
と
い
う
こ

と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
お
も
し
ろ
い
の
が
、「
な
ん
で
ま
た
そ
ん
な

こ
と
に
な
る
の
？
」「
こ
り
ゃ
ま
た
大
変
」
な
ど
の
「
ま
た
」
の

意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
ま
た
」
は
初
め
て
起
こ
っ
た
こ
と
で

も
使
え
る
。
意
味
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、
驚
き
を
表
す
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
「
ま
た
」
が
使

わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
も
、
追
加
的

に
取
り
上
げ
る
と
い
う
意
味
が
拡
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
ま
た
」
が
表
す
の
は
、
何
か
驚
く
べ
き
出
来

事
に
遭
遇
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
経
験
の
中
に
付
け
加
え
る
よ
う

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
予
想
外
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
、「
付
け

加
え
る
」
と
い
う
心
的
操
作
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ま
た
」
は
繰
り
返
し
を
表
す
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、

例
え
ば
、
毎
朝
ご
飯
を
食
べ
る
が
、「
ま
た
食
べ
た
」
と
は
い
い
に

く
い
。
毎
日
寝
て
い
る
が
、「
ま
た
今
日
も
寝
る
」
と
い
う
の
は
変

な
気
が
す
る
。
あ
ま
り
に
日
常
的
す
ぎ
る
と
「
ま
た
」
は
使
え
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
や
は
り
、「
ま
た
」
で
表
さ
れ
る
の
は
何
か
を

追
加
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
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