
　
『
雨
月
物
語
』
は
、
江
戸
時
代
に
上
田
秋
成
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
怪
異
小
説
で
あ
る
。
近
代
に
な
り
、
そ
の
前
近
代
性
的
性
質
に
着

目
さ
れ
、
日
本
が
近
代
小
説
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
下
地
を
養
っ
た
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い（

１
）
る
。『
雨
月
』
物
語
の
特
徴
と
し
て
モ
ザ

イ
ク（

2
）
的
構
成
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
所
以
は
日
本
と
中
国
の
様
々
な
古
典
作
品
の
構
成
か
ら
、
フ
レ
ー
ズ
、
語
彙
等
、
多
種
多
様
な
要
素

を
織
り
込
ん
で
、
新
た
な
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
は
、
た
と
え
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
作
品
が
わ
か
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
こ
と
に
面
白
味
を
感
じ
こ
そ
す
れ
、
厭
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
『
雨
月
』
が
、
そ
れ
ら
作
品
の
エ
キ

ス
を
注
ぎ
込
ま
れ
、
巧
み
に
美
し
い
文
章
と
し
て
綴
ら
れ
て
、
新
た
な
世
界
と
、
世
界
観
を
、
読
者
の
眼
前
に
、
広
げ
て
く
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
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一
、
秋
成
の
物
語
作
品
の
特
徴

（
一
）　「
見
立
て
」
と
い
う
引
用
作
品
の
役
割

　

他
の
作
品
を
以
て
新
た
な
作
品
を
作
り
出
す
と
い
う
の
は
、
現
代
の
感
覚
で
は
、
創
作
と
言
え
な
い
き
ら
い
が
あ
る
が
、
日
本
の
古

典
文
学
創
作
で
は
、
和
歌
で
も
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
手
法
が
あ
る
よ
う
に
、
い
た
っ
て
一
般
的
な
創
作
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

秋
成
の
創
作
が
モ
ザ
イ
ク
的
と
い
わ
れ
る
の
は
、
引
用
す
る
作
品
が
他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
に
多
種
多
様
だ
か
ら
で
あ
り
、
彼
が
そ
の

よ
う
な
創
作
法
を
と
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
原
典
を
綴
り
込
む
こ
と
で
、
そ
の
作
品
の
優
れ
た
要
素
を
も
取
り
込
ん
で
、
作
品
に
新
た
な

生
命
力
を
あ
た
え
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い（

3
）
る
。

　

ま
た
、『
雨
月
』
を
作
り
上
げ
て
い
る
出
典
作
品
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
膨
大
な
量
の
中
国
古
典
作
品
の
存
在
が
あ
る
。
ど

の
よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
作
品
を
選
び
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
視
点
に
つ
い
て
、
田
中
優
子
氏
の
意
見
が
興
味
深
い
。

「
こ
の
こ
ろ
の
国
学
者
や
一
部
の
儒
学
者
に
は
、
日
本
と
中
国
の
文
化
的
位
置
関
係
を
見
る
上
で
、
あ
る
共
通
し
た
視
点
の
特
徴
が
あ

る
」
と
し
、
三
つ
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
。

１
、
日
本
と
中
国
の
間
に
、
差
異
よ
り
も
相
同
性
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
。

２
、
相
同
性
を
発
見
し
な
が
ら
も
、
両
者
の
間
に
遠
近
を
感
じ
る
姿
勢
。

３
、「
代
」
の
感
覚
、
つ
ま
り
「
見
立
て
」
の
方
法
を
も
っ
て
、
両
者
を
同
時
に
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
姿（

4
）
勢
。

　

こ
の
こ
と
よ
り
、
秋
成
は
、
中
国
作
品
の
な
か
に
自
分
と
の
相
同
性
を
見
つ
け
、
し
か
し
遠
近
と
い
う
差
を
も
感
じ
な
が
ら
、
そ
の

作
品
に
自
分
の
何
か
を
見
立
て
て
、
創
作
に
織
り
交
ぜ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
作
品
と
の

「
遠
近
」
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
位
置
と
の
空
間
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
の
作
品
に
織
り
込
ま
れ
た
中
国
作
品
は
、
新
た
な
息
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吹
を
秋
成
作
品
に
あ
た
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）　
寓
言
論

　

秋
成
が
創
作
す
る
に
あ
た
り
、
も
っ
と
も
重
要
視
し
た
の
は
、
寓
言
の
手
法
で
あ
る
。
彼
の
物
語
論
は
つ
ま
り
は
寓
言
論
で
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
成
果
が
あ（

5
）
る
。
彼
の
物
語
観
を
顕
著
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
秋
成
の
「
伊
勢
物
語
」
解
釈
と
し
て

の
書
「
豫
之
也
安
志
夜
」（
寛
政
五
年
刊
）
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
寓
言
に
対
す
る
考
え
方
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、
紹
介
し
て
お
こ

う
。

　
　

書
は
憤
り
に
な
る
と
も
云
。
や
ま
と
も
ろ
こ
し
、
人
の
心
は
異
な
ら
ぬ
も
の
也
け
り
。
彼
土
に
て
は
演
義
小
説
と
い
ひ
、
こ
ゝ
に

は
物
が
た
り
と
よ
ぶ
。
そ
れ
作
り
出
る
人
の
心
は
、
身
幸
ひ
な
き
を
歎
く
よ
り
、
世
を
も
い
き
ど
ほ
り
て
は
、
昔
を
恋
し
の
び
、

或
は
今
の
世
の
中
さ
く
花
の
に
ほ
ふ
が
如
く
栄
ゆ
く
を
見
て
は
、
や
ゝ
う
つ
ろ
ひ
、
な
ん
事
を
お
も
ひ
あ
る
は
時
め
く
人
の
末
い

か
な
ら
ん
を
、
私
な
が
ら
も
あ
ざ
み
、
又
た
め
し
な
き
齢
を
ね
が
ふ
も
、
つ
ひ
に
は
玉
手
匣
の
む
な
し
き
を
さ
と
し
、
え
が
た
き

宝
を
し
も
ゝ
と
め
あ
る
く
痴
も
の
の
う
へ
を
愧
か
し
む
に
も
、
た
だ
今
の
世
の
聞
え
を
は
ば
か
り
て
、
む
か
し
〳
〵
の
跡
な
し
言

に
、
何
の
罪
な
げ
な
る
物
が
た
り
し
て
書
つ
ゞ
く
る
な
ん
、
か
か
る
ふ
み
の
心
し
ら
び
な
り
け
る
。

　

秋
成
の
寓
言
論
は
、
主
に
二
つ
の
要
素
に
集
約
で
き（

6
）
る
。
一
つ
は
「
憤
り
」
で
あ
る
。

　

作
者
は
、
幸
福
で
は
な
い
境
遇
に
悲
嘆
す
る
こ
と
か
ら
発
し
て
、
現
世
に
対
し
て
憤
懣
を
い
だ
き
、
作
品
は
生
ま
れ
る
の
だ
と
い

う
。
世
の
様
を
見
る
に
つ
け
聞
く
に
つ
け
、
外
に
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
思
い
の
く
さ
ぐ
さ
を
、
作
者
は
作
品
に
託
す
の
だ
。「
ぬ
ば
玉
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の
巻
」
に
も
「
世
の
様
の
あ
だ
め
く
を
悲
し
び
、
あ
る
は
国
の
費
へ
を
歎
く
も
、
時
の
勢
の
お
す
べ
か
ら
ぬ
を
思
ひ
」
と
あ
る
。

　

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
江
戸
初
期
当
時
の
読
本
作
家
の
「
憤
り
」
と
は
全
て
、
現
世
に
真
の
聖
人
の
道
、
仁

義
礼
智
の
行
わ
れ
ぬ
ゆ
え
に
発
せ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
儒
教
道
徳
擁
護
の
為
の
「
憤
り
」
で
あ
り
、
要
す
る
に
倫
理
的
激
憤
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
秋
成
の
「
憤
り
」
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
一
見
、
放
恣
に
過
ぎ
る
よ
う
な
作
者
個
人
の
内
面
的
感
情

の
放
出
で
あ
っ（

7
）
た
。

　

も
う
一
つ
は
、「
露
骨
な
表
現
を
避
け
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　

憤
り
を
発
す
る
に
し
て
も
、
現
代
の
世
相
を
は
ば
か
っ
て
、
ま
た
は
「
位
高
き
人
の
悪
み
を
恐
れ
て
」（「
ぬ
ば
玉
の
巻
」）
露
骨
に
表

現
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
過
去
の
時
代
に
、
事
実
で
な
い
話
に
託
し
た
り
、
た
わ
い
な
い
滑
稽
に
ま
ぎ
ら

わ
せ
る
こ
と
が
最
も
適
し
た
方
法
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
古
の
事
に
と
り
な
し
、
今
の
う
つ
つ
を
打
か
す
め
つ
つ
朧
気
に
書
き
い
で
る
物

な
り
け
り
「
ぬ
ば
玉
の
巻
」）。
何
故
な
ら
、
正
史
と
い
え
ど
も
、
時
に
事
実
を
ま
げ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
も
自
分
の
判
断

を
加
え
て
作
品
か
し
て
よ
か
ろ
う
（
ふ
み
と
お
し
い
た
だ
か
す
る
人
も
あ
れ
ば
と
て
『
春
雨
物
語
』
序
）
と
、
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
秋
成
の
「
文
学
論
」
と
し
て
の
本
質
的
な
部
分
は
、
む
し
ろ
自
己
の
所
見
が
意
味
化
さ
れ
、
物
語
論
の
か
た
ち
を
か
り
て
歴
史
的

に
普
遍
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え（

8
）
る
の
で
あ
る
。

　

上
述
し
た
が
、
彼
の
「
憤
り
」
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
彼
個
人
の
内
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
論
理
的
激
憤
と
は
一
線
を
引

く
。
ゆ
え
に
彼
の
寓
意
は
、
勧
善
懲
要
説
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
旦
文
学
の
上
に
か
ぶ
さ
る
思
想
＝
道
を
排
除
し
て
、
作
品
の

中
に
も
ち
こ
ん
だ
。
こ
れ
は
、
今
日
の
文
学
評
論
の
用
語
テ
ー
マ
に
似
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
彼
の
作
品
の
近
代
性
と
し
て
一
つ
に

は
こ
の
辺
が
原
因
が
存
す（

9
）
る
、
と
い
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
秋
成
の
こ
れ
ら
寓
言
論
の
発
見
に
は
、
金
聖
歎
の
『
水
滸
伝
』
評
、
や
陽
明
学
左
派
の
論
説
が
直
接
的
に
ま
た
は
間
接
的
に
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影
響
を
与
え
た
こ
と
も
、
付
け
加
え
て
お
く
。

二
、『
雨
月
物
語
』「
序
」
に
表
さ
れ
た
寓
言
論

　
『
雨
月
物
語
』「
序
」
の
最
後
に
、「
子
虚
後
人
」
と
「
游
戏
三
昧
」
と
い
う
二
つ
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
序
文
内
容
外
の

補
充
説
明
で
あ
り
、『
雨
月
』
創
作
に
あ
た
り
、
作
者
の
意
図
や
姿
勢
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）　
戯
号
―
―
「
剪
枝
畸
人
」

　

出
典
は
『
荘
子
』
太
宗
師
第
六
と
駢
拇
第
八
で
あ
る
。「
畸
人
」
は
太
宗
師
篇
か
ら
引
用
さ
れ
た
。「
子
貢
曰
、
敢
問
畸
人
。
曰
畸
人

者
、
畸
于
人
而
侔
于
天
」（
子
貢
が
曰
く
敢
え
て
畸
人
を
問
ふ
、
曰
く
畸
人
と
は
人
に
畸
に
し
て
、
而
し
て
天
に
侔
し
、
と
）。
ま
た
駢
拇
篇

に
は
、「
駢
拇
枝
指
、
出
乎
性
哉
」（
駢
拇
枝
指
は
、
性
に
出
づ
る
か
）
と
あ
る
「
駢
拇
」
は
、
足
の
第
二
指
が
第
一
指
に
合
わ
さ
っ
て
し

ま
い
、
第
一
指
が
二
本
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
。「
枝
指
」
は
、
手
の
指
が
枝
分
か
れ
し
た
よ
う
に
な
り
、
指
の
数
が
六
本
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
、
無
用
に
立
て
て
い
る
一
本
の
指
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
剪
指
畸
人
」
と
い
う
戯
号
に
は
、
両
手
指
が
不

具
で
あ
っ
た
秋
成
の
自
嘲
が
こ
め
ら
れ
、
ま
た
「
無
用
の
指
を
剪
り
と
っ
た
天
に
侔
し
い
真
人
」
と
し
て
、
大
変
な
気
負
い
が
あ
る

（
１0
）
と
、
荘
子
思
想
の
摂
取
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
荘
子
思
想
の
摂
取
は
、
気
負
い
を
表
現
す
る
以
上
の
も
の
が
、
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
見
逃
せ
な
い
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
出
典
先
が
示
唆
す
る
思
想
で
あ
る
。「
太
宗
師
第
六
」
で
「
畸
人
」
と
は
、
子
桑
戸
、
孟
子
反
、
子
琴
張
と
い
う
風
変
わ
り

な
男
三
人
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
子
桑
戸
の
葬
儀
を
他
の
二
人
が
行
っ
た
の
だ
が
、
全
く
無
軌
道
で
あ
っ
た
。
目
の
当
た
り
に
し
た

子
貢
は
、
あ
き
れ
て
孔
子
に
報
告
す
る
。
し
か
し
、
孔
子
は
か
え
っ
て
そ
の
人
々
を
賞
賛
す
る
（
畸
于
人
而
侔
於
天
）
の
で
あ
る
。
そ
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し
て
、
礼
を
重
ん
じ
礼
に
随
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
孔
子
は
、
自
ら
の
こ
と
を
「
天
之
戮
民
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
礼
と
は
一
種
の

形
式
で
あ
り
、
こ
の
形
式
に
随
う
こ
と
は
、
自
己
を
束
縛
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
罪
人
が
自
由
を
失
っ
て
い
る
よ
う

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ（

１１
）
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
寓
話
の
意
図
は
、
儒
家
の
貴
ぶ
礼
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
ま
た
「
駢
拇
第
八
」
の
内

容
も
、
儒
家
思
想
の
仁
義
が
、
如
何
に
人
の
自
然
の
性
を
そ
こ
な
う
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
枝
指
」
と
「
畸
人
」
の
ど
ち
ら
の

出
典
先
も
、
儒
家
思
想
の
人
為
的
な
形
式
主
義
の
批
判
を
し
、
人
の
自
然
の
性
を
賛
美
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
偶
然
だ
ろ
う

か
。

　
「
剪
指
畸
人
」
で
あ
ら
わ
し
た
自
嘲
と
気
負
い
の
根
底
に
は
、
自
己
を
拘
束
し
自
由
に
振
る
舞
わ
せ
な
い
、
教
義
的
な
儒
家
思
想
へ

の
批
判
と
、
人
の
性
が
自
然
で
あ
り
、
道
に
生
き
、
俗
に
煩
わ
さ
れ
ず
心
安
ら
か
（
相
造
乎
道
者
、
無
事
而
生
定
・
太
宗
師
第
六
）
で
あ

り
た
い
と
す
る
、
秋
成
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）　「
子
虚
後
人
」
印

　

こ
れ
も
秋
成
の
戯
号
で
あ
る
。「
子
虚
」
と
は
、「
子
虚
赋
」
に
司
馬
相
如
が
創
り
上
げ
た
虚
構
の
人
物
で
あ
る
。
楚
の
使
徒
と
し
て

斉
に
行
き
、
楚
の
雲
夢
沢
の
盛
大
な
狩
猟
の
様
子
を
自
慢
し
、
そ
れ
が
賦
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
司
馬
遷
は
「
子
虚
虚
言
也
。
為
楚

称
（
子
虚
と
は
虚
言
で
あ
り
、
楚
の
事
を
讃
え
る
人
物
で
あ
る
）」（「
司
馬
相
如
列
伝
」）
と
言
っ
て
い
る
。「
後
人
」
は
子
孫
の
意
味
で
あ

る
。
こ
れ
よ
り
、
秋
成
は
み
ず
か
ら
を
子
虚
の
子
孫
と
し
て
子
虚
に
擬
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
子
虚
赋
」
は
寓
言
で
諷

刺
を
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。

　

で
は
、
秋
成
に
と
っ
て
「
子
虚
」
は
ど
の
様
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
司
馬
遷
は
「
太
史
公
自
序
」
に
、「
子
虚
の
事
、
大
人

の
賦
の
説
、
靡
麗
に
し
て
誇
多
し
、
然
れ
ど
も
其
の
指
は
風
諫
に
あ
り
、
無
為
に
帰
す
。
司
馬
相
如
列
伝
第
五
十
七
を
作
る
」
と
い

う
。
相
如
は
博
学
多
識
ぶ
り
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
奇
怪
な
事
物
を
敷
き
並
べ
、
過
剰
な
ま
で
に
難
解
な
文
字
、
誇
張
さ
れ
た
表
現
を
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積
み
重
ね
、
最
後
に
は
仁
徳
に
、
ま
た
仙
道
に
帰
着
さ
せ
る
。
ま
た
、「
司
馬
相
如
列
伝
」
中
に
お
い
て
、
再
三
に
わ
た
り
そ
の
「
風

諫
」
の
意
義
を
強
調
す（

１2
）

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
伝
」
に
収
載
す
る
、
他
の
伝
に
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
長
い
文
章
か
ら
は
、
司
馬
遷

の
相
如
の
文
学
に
対
す
る
傾
倒
が
み
ら
れ
る
。
司
馬
遷
の
、
文
章
表
現
に
対
す
る
重
視
と
、
相
如
の
文
章
へ
の
称
賛
の
気
持
ち
が
現
れ

て
い
る
の
で
あ（

１3
）

る
。

　

当
時
か
ら
司
馬
相
如
の
文
章
は
、
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
と
は
い
え
、『
雨
月
』
に
お
け
る
『
史
記
』
の
影
響
や
、
取
り
入
れ

た
多
く
の
文
詞
や
構
成
を
考
え
る
と
、「
子
虚
」
は
相
如
の
「
子
虚
賦
」
か
ら
直
接
引
用
し
た
わ
け
で
は
な
く
、『
史
記
』
か
ら
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
子
虚
虚
言
也
」
と
い
う
評
や
、「
子
虚
賦
」
を
初
め
と
す
る
相
如
の
文
章
は
「
大
人
の
賦
」
で
あ
り
な
が

ら
そ
の
旨
は
「
風
諫
」
に
あ
る
と
い
う
特
徴
、
さ
ら
に
、
相
如
の
文
章
に
対
す
る
司
馬
遷
の
称
賛
や
傾
倒
が
、
秋
成
に
も
感
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
子
虚
」
に
は
「
寓
言
」
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
に
「
風
諫
」
と

い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
。

（
三
）　「
游
戯
三
昧
」
印

　

出
典
は
明
人
謝
肇
淛
（
一
五
五
六
―
一
六
一
六
）
の
雑
記
『
五
雑
組
』
の
小
説
理
論
で
あ
る
。「
巻
十
五　

事
部
三
」
中
に
「
凡
為
小

説
及
雑
劇
戯
文
、
須
是
虚
実
相
半
、
方
為
游
戯
三
昧
之
筆
」
一
句
が
あ
る
。
小
説
・
戯
曲
な
ど
の
創
作
に
は
「
虚
実
相
半
」
の
姿
勢
で

「
游
戯
三
昧
」
の
風
格
を
も
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
謝
は
比
較
的
早
い
時
期
に
芸
術
的
虚
構
の
小
説
に
お
け
る

働
き
を
主
張
し
た
。
以
下
に
引
用
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

凡
為
小
説
及
雑
劇
戯
文
、
須
是
虚
実
相
反
、
方
為
遊
戯
三
昧
之
筆
、
亦
要
情
景
造
極
而
止
、
不
必
問
其
有
無
也
。
…
（
略
）
…
新

出
雑
劇
、
若
『
浣
紗
』『
青
杉
』『
義
乳
』『
趙
児
』
等
作
、
必
事
事
考
之
正
史
、
年
月
不
合
、
姓
字
不
同
、
不
敢
作
也
、
如
此
則
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看
史
伝
足
矣
、
何
名
為
戯
？
（
お
よ
そ
小
説
と
雑
劇
・
戯
文
を
作
る
に
は
、
虚
と
実
が
相
い
半
ば
す
る
よ
う
に
し
て
、
は
じ
め
て
遊
び
の

醍
醐
味
を
味
わ
え
る
作
品
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
情
と
景
が
極
致
に
至
る
こ
と
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
事
が
ら
の
有
無
を

問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
新
た
に
世
に
出
た
南
戯
、
た
と
え
ば
『
浣
紗
記
』『
青
杉
記
』『
義
乳
記
』『
趙
氏
孤
児

記
』
な
ど
の
作
品
は
、
必
ず
事
実
を
一
つ
一
つ
正
史
に
つ
い
て
考
証
し
、
も
し
年
月
が
一
致
し
な
い
と
か
、
姓
や
字
が
一
致
し
な
い
と
か
で

あ
れ
ば
、
作
ろ
う
と
し
な
い
、
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
な
ら
ば
、
史
伝
を
読
め
ば
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て

「
戯
」
と
な
づ
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う（

１4
）

か
。）

謝
肇
淛
は
、
小
説
と
戯
曲
に
虚
構
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
文
学
様
式
と
史
書
で
は
、
そ
の
性
質
が
根
本
的
に
異
な

る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
も
し
如
何
な
る
こ
と
も
事
実
を
確
か
め
る
た
め
に
正
史
を
考
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、

史
書
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、「
戯
れ
」
と
い
う
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
説
戯
曲
と
い
う
文

学
を
創
り
あ
げ
る
に
は
、
虚
構
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
真
理
か
ら
虚
構
を
創
作
す
る
と
い
う
方
法
論
を
展
開
し
た
。
つ
ま
り

伝
統
的
な
中
国
の
故
事
小
説
理
論
に
お
け
る
虚
構
の
役
割
を
、
新
た
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

秋
成
は
、
こ
の
二
つ
の
印
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
虚
言
」
を
も
っ
て
、
婉
曲
的
に
風
諫
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
つ
つ
、
世
の
中
の
生

活
や
真
実
の
様
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
序
文
の
語
句
と
そ
の
背
景

　

漢
文
で
か
か
れ
た
『
雨
月
物
语
』
の
「
序
」
は
、
秋
成
の
物
語
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
序
」
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
三
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月
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
刊
行
は
八
年
先
の
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
秋
成
は
推
敲
に
推
敲
を
重
ね
た
。
明
和

八
年
に
「
剪
枝
山
人
著　

雨
月
物
か
た
り
怪
談
全
五
冊　

近
日
出
版
」
の
広
告
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
形
は
出

来
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
秋
成
は
最
後
の
最
後
ま
で
推
敲
を
重
ね
る
人
だ
っ
た
ら
し
く
、「
板
木
に
つ
け
ば
出
版
直
前
ま
で
入

木
訂
正
の
跡
も
生
々
し
く
、
推
敲
が
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ（

１5
）

る
」。
翻
っ
て
み
れ
ば
、
秋
成
は
八
年
の
時
間
を
費
し
推
敲
を
重
ね
て
も
、

「
怪
談
」
と
い
う
形
式
と
、「
序
」
の
執
筆
時
期
の
変
更
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
「
序
」
に
は
、『
雨
月
』
を
怪
談
形
式
を
も
っ
て

書
き
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
秋
成
の
一
貫
し
た
思
い
や
決
心
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
、
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
和
五
年
の
刊
行
時
に
は
、
何
某
か
の
自
信
を
得
た
こ
と
で
、
そ
の
序
を
へ
り
く
だ
り
な
が
ら
も
、『
源
語
』『
水
滸
』
に
比
肩
し
て
い

る
と
豪
語
し
た
も
の
に
書
き
改
め
た
か
も
し
れ
な（

１6
）
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
「
序
」
を
貫
く
秋
成
の
意
図
は
変
わ
ら
な
い
の

で
、
字
句
は
書
き
改
め
て
も
、
執
筆
年
を
書
き
改
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
だ
。
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
既
に
秋
成
の

自
信
と
決
意
を
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
字
句
の
背
景
に
あ
る
中
国
思
想
が
解
ら
な
い
と
、
そ
の
思
い
や
意
図
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。　

　
　
　

羅
漢
子
撰
水
滸
伝
。
而
三
世
生
啞
児
。
紫
媛
著
源
語
。
而
一
旦
堕
悪
趣
者
。
蓋
為
業
所
偪
耳
。
然
而
観
其
文
。
各
々
奮
奇
態
。

啽
哢
逼
真
。
低
昂
宛
転
。
令
読
者
心
気
洞
越
也
。
可
見
鑑
事
実
于
千
古
焉
。
余
適
有
鼓
腹
之
閑
話
。
衝
口
吐
出
。
雉
雊
竜
戦
。
自

以
為
杜
撰
。
則
摘
読
之
者
。
固
当
不
謂
信
也
。
豈
可
求
丑
唇
平
鼻
之
报
哉
。
明
和
戊
子
晩
春
。
春
霽
月
朦
朧
之
夜
。
窓
下
編
成
。

以
畀
梓
氏
。
題
曰
雨
月
物
語
。
云
。
剪
枝
畸
人
書

　

ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
、
難
解
な
漢
文
で
あ
る
。
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
今
後
の
論
の
展
開
を
考
慮
し
、
現
代
訳
を
引
い
て
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お
き
た
い
。

　

羅
漢
中
は
『
水
滸
伝
』
を
著
し
た
た
め
に
、
子
孫
三
代
に
わ
た
っ
て
啞
の
子
が
生
ま
れ
、
紫
式
部
は
『
源
氏
物
語
』
を
著
し
て
、
一

度
は
地
獄
ま
で
に
お
ち
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
彼
ら
が
架
空
の
物
語
や
、
狂
言
綺
語
を
書
い
て
、
世
の
人
々
を
惑
わ
し
た
悪
行
の
た

め
に
、
そ
の
報
い
を
身
に
受
け
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
文
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
変
わ
っ
た
趣
向
を
こ
ら
し
、
そ

の
文
章
の
勢
い
・
調
子
は
真
に
せ
ま
り
、
或
い
は
低
く
、
或
い
は
高
く
、
あ
た
か
も
転
が
る
よ
う
に
な
め
ら
か
で
流
暢
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
読
む
者
の
心
持
ち
を
し
て
楽
し
く
快
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
に
、
私
も
ち
ょ
う
ど
泰
平
の
世
を
謳
歌
す
る
よ
う
な
の

ん
き
な
無
駄
話
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
口
か
ら
出
任
せ
に
し
ゃ
べ
り
散
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
雉
が
祭
礼
の
庭
で
鳴
い
た
り
竜
が
野
で

戦
っ
た
り
す
る
よ
う
な
奇
怪
千
万
で
、
あ
り
も
し
な
い
怪
奇
談
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
顧
み
て
さ
え
、
根
拠
の
な
い
、
疎
漏
の
多
い
、
つ

た
な
い
も
の
だ
と
思
う
。
ま
し
て
こ
れ
を
拾
い
読
み
す
る
者
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
が
信
ず
る
に
足
る
も
の
だ
と
言
う
は
ず
が
な
い
。
だ

か
ら
、
私
の
場
合
は
、
世
間
の
人
を
惑
わ
す
罪
も
な
く
、
子
孫
に
み
つ
く
ち
や
鼻
欠
け
が
生
ま
れ
る
と
い
う
業
の
報
い
を
求
め
て
も
あ

り
は
し
な
い
の
だ
。
明
和
五
年
三
月
、
雨
晴
れ
て
、
月
朧
の
晩
春
の
夜
、
明
か
り
窓
の
下
で
こ
の
書
が
編
み
上
が
り
、
書
肆
に
渡
す
。

題
し
て
『
雨
月
物
語
』
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
剪
枝
畸
人
記（

１7
）
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
現
代
語
訳
を
み
て
も
、
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
。
そ
の
原
因

は
、
秋
成
の
様
々
な
思
わ
く
と
、
そ
れ
を
具
現
化
せ
し
め
よ
う
と
す
る
豊
富
な
寓
言
性
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
気
負
い
を
隠

そ
う
と
、
時
折
見
せ
る
謙
っ
た
姿
勢
が
、
さ
ら
に
文
章
の
流
れ
を
い
び
つ
に
し
て
い
る
。
多
く
の
研
究
者
達
か
ら
は
、
秋
成
の
「
漢
文

は
ど
う
も
感
心
し
な
い
」、
ひ
と
り
よ
が（

１8
）

り
だ
と
し
て
評
判
が
良
く
な
い
の
だ
が
、
筆
者
は
常
々
文
章
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
文
章
が
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載
せ
る
作
者
秋
成
の
様
々
な
思
い
と
考
え
が
、
こ
の
数
行
に
次
々
に
覗
か
せ
る
た
め
、
読
者
が
そ
の
様
変
わ
り
に
つ
い
て
行
け
な
い
の

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
数
行
に
秋
成
は
、
中
国
典
籍
や
文
学
思
想
を
で
き
る
だ
け
盛
り
込

み
、『
雨
月
』
の
創
作
意
欲
と
意
図
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
出
典
は
先
人
が
ほ
ぼ
詳
ら
か
に
示
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
こ
で
は
中
国
典
籍
の
出
典
に
絞
り
、
出
典
の
主
題
に
も
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
い

き
た
い
。

（
一
）　「
羅
漢
子
撰
水
滸
伝
。
而
三
世
生
啞
児
」

　

明
代
の
田
汝
成
篇
『
西
湖
遊
覧
志
余
』
巻
二
十
五
の
「
委
巷
叢
談
」
な
ど
に
著
さ
れ
て
い
る
説
に
依
っ
て
い
る
。

　
　

銭
塘
羅
漢
中

0

0

0

本
者
、
南
宋
時
人
、
編
撰
0

0

小
説
数
十
種
、
而
水
滸
伝
叙
宋
江
等
事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
奸
盗
脱
騙
機
械
甚
詳
、
然
变
詐
百
端
、
壊
人
心

術
、
其
子
孫
三
代
皆
啞

0

0

0

0

0

0

0

、
天
道
好
還
之
報
如（

１9
）
此
（
銭
塘
の
羅
漢
中
は
南
宋
の
人
で
、
小
説
数
十
種
を
編
纂
し
た
。『
水
滸
伝
』
は
宋
江
等

の
事
を
叙
し
、
盗
み
や
騙
す
巧
妙
な
手
口
を
甚
だ
詳
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
手
を
変
え
品
を
変
え
て
、
人
の
心
に
害
を
加
え
た
た
め

に
、
そ
の
子
孫
三
代
み
な
啞
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
天
道
が
好
く
報
い
を
返
す
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
）

『
続
文
献
通
考
』
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
あ（

20
）
る
。
統
治
者
的
立
場
か
ら
因
果
応
報
思
想
を
用
い
た
道
徳
的
な
批
判
で
あ
る
。『
水
滸
伝
』
が
民

間
に
よ
ほ
ど
歓
迎
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
勢
い
が
伺
わ
れ
る
一
文
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
話
は
日
本
で
も
知
ら
れ
た
話
だ
っ
た
よ
う
で
、
五
井
蘭
州
が
『
蘭
州
茗
話
』
に
記
し
て
お（

2１
）
り
、
続
け
て
「
人
の
針
術
を

や
ぶ
る
と
い
へ
る
は
過
慮
と
い
ふ
べ
し
」
と
あ
き
れ
た
感
想
を
寄
せ
て
い
る
。
高
田
衛
氏
は
『
英
草
子　

西
山
物
語　

雨
月
物
語　

春
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雨
物
語
』
に
お
い
て
、
出
典
を
『
蘭
州
茗
話
』
か
ら
と
註
釈
し
て
お（

22
）

り
、
秋
成
が
蘭
州
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
み

て
も
、
こ
の
話
は
『
西
湖
遊
覧
志
余
』
か
ら
で
は
な
く
、『
蘭
州
茗
話
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）　「
奇
態
」

　

謝
肇
涮
『
五
雑
組
』
巻
五
「
人
部
一
」
に
「
奇
態
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

嗜
異
味
者
必
得
異
病
、
挟
怪
性
者
必
得
怪
症
、
習
陰
謀
者
必
得
陰
禍
、
作
奇
態
0

0

者
必
得
奇
窮
。
此
格
言
也
、
故
曰
“
君
子
依
乎
中

庸
”。（
風
変
り
な
味
を
好
む
者
は
決
ま
っ
て
奇
病
を
患
う
。
偏
っ
た
奇
怪
な
癖
の
あ
る
人
は
決
ま
っ
て
奇
な
症
状
が
出
る
。
常
に
陰
謀
を

企
ん
で
い
る
人
は
決
ま
っ
て
そ
の
報
い
を
う
け
る
。
変
わ
っ
た
奇
妙
な
趣
向
を
す
る
人
は
決
ま
っ
て
艱
難
困
苦
の
境
遇
に
陥
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
格
言
な
り
。
故
に
「
君
子
は
中
庸
に
依
る
」
と
云
う
の
で
あ
る
）

　

こ
の
文
章
内
容
を
「
序
」
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
変
わ
っ
た
趣
向
を
こ
ら
し
た
文
（
各
々
奮
奇
態
）
作
っ
た
こ
と
は
、

必
ず
艱
難
辛
苦
の
境
遇
に
陥
る
（
必
得
奇
窮
）
と
い
う
結
果
を
ま
ね
く
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
羅
漢
中
と
紫
式

部
の
境
遇
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
同
格
言
は
、
同
時
代
の
陳
継
儒
（
一
五
五
八
―
一
六
三
九
）
の
著
し
た
家
訓
の
書
『
安
得
長
者
言
』
に
も
、
提
示
さ
れ
て
い

（
23
）
る
。「
必
得
奇
窮
」
に
続
け
て
、「
荘
子
一
生
放
昿
、
却
曰
寓
諸
庸
原
跳
不
出
中
庸
二
字
也
（
荘
子
の
一
生
は
豪
快
で
闊
達
で
あ
っ
た
か

ら
、
つ
ま
り
は
「
寓
諸
庸
」
と
言
い
、「
中
庸
」
と
い
う
二
文
字
が
元
か
ら
見
当
た
ら
な
い
の
だ
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
格

言
は
「
中
庸
」
を
導
き
出
す
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
も
と
れ
る
。
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し
か
し
、
あ
る
い
は
、
秋
成
は
こ
の
語
に
「
中
庸
」
と
い
う
意
味
を
意
識
し
た
の
は
な
く
、
他
の
語
を
潜
ま
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
可
能
性
が
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
『
安
得
長
者
言
』
の
文
中
で
、「
中
庸
」
と
対
比
さ
れ
た
「
寓
諸
庸
」
と
い
う
言
葉

は
、『
荘
子
』
の
斉
物
論
第
二
が
出
典
で
あ
り
、「
す
べ
て
を
自
然
の
は
た
ら
き
の
ま
ま
に
ま
か
せ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
す
で
に

中
村
博
保
氏
が
秋
成
の
寓
言
観
へ
の
荘
子
の
影
響（

24
）

を
、
小
椋
嶺
一
氏
が
、
秋
成
の
根
幹
的
思
考
方
の
一
つ
と
い
え
る
相
対
的
思
惟
に
、

『
荘
子
』
の
斉
物
論
が
大
き
く
影
響
を
し
て
い（

25
）
る
と
い
う
説
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
秋
成
は

何
気
な
く
こ
の
語
句
を
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
そ
の
奥
に
「
為
是
不
用
而
寓
諸
庸
」（
是
非
の
分
別
を
用
い
ず
に
万
物
の
一
切
を
平
常
の
様

の
自
然
性
に
随
う
）
と
い
う
意
味
を
、
潜
ま
せ
る
こ
と
を
も
意
図
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
見
奇
態
に
見
え
る
文
章
も
、
実
は
事
物

の
自
然
性
に
随
っ
て
書
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
に
は
、
是
非
の
分
別
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
『
五
雑
組
』
で
は
「
君
子
依
乎
中
庸
」
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
も
し
か
す
る
と
秋
成
は
『
安
得
長
者
言
』
か
ら
参
照
し

た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
た
だ
、『
五
雑
組
』
は
『
雨
月
』
の
中
で
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
典
籍
で
あ
り
、『
安
得
長
者
言
』
か
ら
の

引
用
は
こ
れ
ま
で
に
指
摘
を
み
な
い
。
こ
の
書
が
使
わ
れ
た
可
能
性
の
有
無
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
検
証
課
題
と
し
た
い
。

四
、
柳
宗
元
「
乞
巧
文
」
の
共
鳴

　
「
啽
哢
」（「
ガ
ン
ロ
ウ
」
又
は
「
ア
ン
ロ
ウ
」
と
訓
む
）
は
「
啽

」（「
ガ
ン
ゴ
」
又
は
「
ア
ン
ゴ
」）
と
読
ま
れ
た
り
、
ま
た
「
啽

」

は
「
啽
囈
」（
ア
ン
ゲ
イ
）
の
誤
り
と
み
ら
れ
た
り
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。
鵜
月
氏
は
『
評
釈
』
中
で
、
こ
の
語
は
「
啽
哢
」
と
も
「
啽

」
と
も
「
と
れ
ば
と
れ
る
よ
う
だ
」
と
し
て
、
そ
の
識
別
し
難
い
箇
所
の
写
真
を
載
せ
て
い（

26
）
る
。
一
般
的
に
は
こ
の
語
は
「
啽
」

（
黙
し
て
言
わ
な
い
さ
ま
）
と
「
哢
」（
鳥
の
吟
声
）
か
ら
「
鳥
の
さ
え
ず
る
声
の
形
容
」
と
い
う
意
味
と
さ
れ
、「
序
」
で
は
、「
文
章
の
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調
子
の
よ
く
、
そ
の
運
び
の
す
ぐ
れ
て
い
る
の
を
喩
え
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
中
村
幸
彦
氏
は
こ
の
語

が
、
唐
・
柳
宗
元
の
「
乞
巧
文
」
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い（

27
）

る
。
次
に
そ
の
一
部
を
あ
げ
る
。

　

眩
耀
為
文
、
瑣
碎
排
偶
、
抽
黄
対
白
、
啽
哢
飛
走
。
駢
四
儷
六
、
錦
心
綉
口
、
宮
沉
羽
振
、
笙
簧
触
手
。（
彼
ら
が
書
く
文
章
は

華
々
し
く
て
人
目
を
引
く
程
で
、
修
辞
が
細
や
か
で
、
内
容
と
の
関
係
や
表
現
な
ど
の
効
果
に
心
砕
く
さ
ま
は
、
黄
色
を
抜
き
白
に
近
づ
け
る

よ
う
な
巧
み
な
配
合
を
す
る
よ
う
で
あ
り
、
文
章
の
調
子
は
ま
る
で
鳥
が
さ
え
ず
り
な
が
ら
風
に
乗
っ
て
飛
ん
で
い
く
よ
う
で
あ
る
。
四
六
駢

儷
で
構
成
さ
れ
た
対
句
は
、
彼
ら
が
文
章
に
込
め
た
思
想
と
言
葉
が
錦
の
よ
う
に
華
や
か
で
繊
細
で
、
句
は
低
く
沈
み
高
く
揚
が
り
、
そ
の
な

め
ら
か
な
抑
揚
は
あ
た
か
も
笙
が
奏
で
る
音
色
の
よ
う
で
、
気
持
ち
を
か
き
立
て
ら
れ
感
銘
を
受
け
る
程
で
あ
る
。）

　

確
か
に
「
乞
巧
文
」
中
で
も
「
啽
哢
」
の
意
味
は
『
雨
月
』「
序
」
の
意
味
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
続
く
「
宮
沉
羽
振
、
笙
簧
触
手
」
が
ま
さ
し
く
「
序
」
で
の
次
句
「
低
昂
宛
転
（
文
章
の
調
子
が
低
く

な
り
高
く
な
る
、
そ
の
抑
揚
は
あ
た
か
も
転
が
る
よ
う
に
な
め
ら
か
で
）、
令
読
者
心
気
洞
越
也
（
読
者
の
気
持
ち
に
、
瑟
の
洞
越
が
音
色
を
響

き
わ
た
ら
せ
る
よ
う
に
、
作
品
を
十
分
に
感
銘
せ
し
め
る
の
だ
）」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
啽
哢
」
の
前
に
は
、「
抽
黄
対

白
」
と
い
う
日
本
で
も
み
ら
れ
る
言
葉
が
す
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
秋
成
が
こ
の
文
を
目
に
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
「
啽
哢
」
の
語
は
『
漢
語
大
詞
典
』
に
も
、「
乞
巧
文
」
の
出
典
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
中
国
古
典
の
な
か
で
も
稀
覯
な

語
句
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
語
句
を
「
序
」
に
引
用
し
、
さ
ら
に
続
く
語
句
を
変
え
て
も
「
乞
巧
文
」
と
同
じ
よ
う
な
表
現

に
し
た
か
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
秋
成
は
、
こ
の
「
乞
巧
文
」
が
「
序
」
文
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
で
、
次
に
柳
宗
元
の
「
乞
巧
文
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

柳
宗
元
（
七
七
三
―
八
一
九
）
は
、
字
は
子
厚
、
河
東
の
人
で
、
そ
れ
故
「
柳
河
東
」「
河
東
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
。
自
然
詩
人
と
し

て
王
維
や
孟
浩
然
ら
と
と
も
に
名
を
馳
せ
、
散
文
は
韓
愈
と
と
も
に
宋
代
に
連
な
る
古
文
復
興
運
動
を
実
践
し
、
唐
宋
八
大
家
の
一
人

に
数
え
ら
れ
る
。
六
朝
か
ら
隋
唐
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
四
六
駢
儷
文
の
修
辞
主
義
的
傾
向
を
批
判
し
、
諷
諫
や
教
化
な
ど
社
会
に

働
き
か
け
る
達
意
を
旨
と
す
る
秦
漢
の
古
文
「
騒
体
」
を
範
と
し
た
、
新
た
な
文
体
を
提
唱
し
た
。「
三
戒
」
や
「
捕
蛇
者
説
」
な
ど

が
、
優
れ
た
寓
言
文
学
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、
思
想
面
で
は
三
教
を
折
衷
す
る
姿
勢
を
見
せ
、
特
に
仏
教
に
対
し
て
は
、
禅
僧

と
親
し
く
交
遊
す
る
な
ど
し
て
、
肯
定
的
な
態
度
を
取
る
。
韓
愈
の
廃
仏
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

ま
さ
し
く
こ
れ
か
ら
『
雨
月
』
を
も
っ
て
世
間
に
自
ら
の
思
う
と
こ
ろ
を
、
寓
言
と
い
う
形
を
と
っ
て
示
し
て
い
こ
う
と
、
そ
し
て

『
水
滸
伝
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
作
品
の
よ
う
に
、
千
年
経
っ
て
も
す
た
る
こ
と
な
く
世
に
働
き
か
け
た
い
と
い
う
意
気
込
み
を

持
つ
秋
成
が
、
柳
宗
元
と
い
う
興
味
を
持
つ
の
は
当
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
如
何
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
教
一
致
の
思
想
を
取

る
秋
成
に
は
、
そ
の
思
想
に
も
共
感
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
「
乞
巧
文
」
の
作
品
を
、
簡
単
に
見
て
い
き
た
い
。

　

柳
宗
元
は
諷
諫
や
教
化
な
ど
を
文
の
核
と
し
な
が
ら
も
、
作
品
中
に
そ
の
諷
刺
を
露
わ
に
表
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
隠
微
か
つ
婉
曲

な
手
法
を
用
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
テ
ー
マ
を
借
り
て
本
来
の
主
張
を
表
現
す
べ
く
、
微
妙
な
言
外
の
意
で
表
す
の
で
あ
る
。

そ
の
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
が
「
乞
巧
文
」
で
あ
る
。
古
代
中
国
で
は
七
夕
の
と
き
織
姫
に
、「
巧
（
手
先
が
器
用
）
に
な
る
こ
と
を
乞

う
」
風
習
が
あ
り
、
そ
れ
を
借
題
と
し
て
い
る
。

　

内
容
は
三
構
成
さ
れ
て
お
り
、
話
は
七
夕
の
夜
、
柳
宗
元
は
、
女
の
召
使
い
が
針
仕
事
の
上
達
を
織
姫
に
祈
っ
て
い
る
の
を
目
に

し
、
彼
女
か
ら
「
乞
巧
」
の
由
来
を
聞
く
こ
と
で
、
自
分
も
「
乞
巧
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
第
二
段
落
で
は
、
自
ら
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の
「
乞
巧
」
行
為
に
仮
託
し
て
、
世
の
人
の
「
大
巧
」
と
己
の
「
大
拙
」
を
比
較
対
象
す
る
こ
と
で
、
各
々
の
概
念
を
具
現
化
し
、
鮮

明
に
表
現
し
つ
つ
、
反
語
を
用
い
て
自
分
の
考
え
や
不
平
不
満
を
述
べ
て
い
く
。
ま
ず
、
自
分
の
「
大
拙
」
が
甚
だ
し
い
こ
と
を
説
明

し
て
言
う
に
は
、
世
の
人
達
の
よ
う
に
、
機
を
見
て
益
を
得
る
な
ど
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
退
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、
進
退
窮
ま
っ

て
、
屈
辱
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
世
の
濁
流
に
呑
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
、
強
い
思
い
を
吐
露
す
る
。
ま
た
、

器
用
な
輩
は
機
を
見
る
に
敏
で
、
迎
合
し
易
い
の
で
、
富
や
権
力
目
当
て
に
徒
党
を
組
み
、
狡
猾
に
人
を
欺
く
。
そ
の
あ
さ
ま
し
さ

を
、
激
し
い
怒
り
に
か
き
立
て
ら
れ
な
が
ら
、
次
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
最
終
段
落
で
は
、
夢
に
青
服
を
ま
と
っ
た
使
い
が
、
織

姫
の
答
え
を
伝
え
て
言
う
に
。

　
　
「
凡
汝
之
言
、
吾
所
極
知
。
汝
択
而
行
、
嫉
彼
不
為
。
汝
之
所
欲
、
汝
自
可
期
。
胡
不
為
之
、
而
誑
我
為
！
汝
唯
知
恥
、
陥
貌
淫

詞
、
宁
辱
不
貴
、
自
适
其
宜
。
中
心
已
定
、
胡
妄
而
祈
？
堅
汝
之
心
、
密
汝
所
持
、
得
之
為
大
、
失
不
汙
卑
。
凡
吾
所
有
、
不
敢

汝
施
、
致
命
而
昇
、
汝
慎
勿
疑
。」

　
　

貴
方
が
言
っ
て
い
た
こ
と
、
私
は
全
て
知
っ
て
い
ま
し
た
。
貴
方
の
道
は
貴
方
が
お
決
め
な
さ
い
。
そ
れ
ら
の
人
達
の
行
為
を
憎

む
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
い
。
貴
方
に
は
自
ら
決
め
た
目
標
が
あ
り
、
時
期
が
来
れ
ば
自
然
と
到
達
し
ま
す
。
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
に
し
な
い
の
で
す
か
？
こ
こ
で
私
を
欺
い
て
、
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
！
貴
方
は
何
が
辱
め
か
を
知
っ

て
い
ま
す
。
媚
び
る
人
達
の
醜
さ
、
頼
り
な
い
不
誠
実
な
言
葉
、
万
が
一
屈
辱
を
受
け
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
に
迎
合
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
自
分
に
適
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
を
し
て
い
き
な
さ
い
。
貴
方
の
心
は
既
に
決
ま
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
こ
こ
で
無

駄
な
祈
り
を
す
る
の
で
し
ょ
う
？
貴
方
が
意
志
を
固
め
た
な
ら
、
そ
の
原
則
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
れ
ば
い
い
の
で
す
。
頑

張
っ
て
い
ら
れ
れ
ば
大
き
な
収
穫
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
損
失
は
大
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
お
よ
そ
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私
が
所
有
し
て
い
る
も
の
を
、
貴
方
に
授
け
る
気
に
な
り
ま
せ
ん
。
一
生
懸
命
頑
張
り
な
さ
い
。
く
れ
ぐ
れ
も
疑
わ
な
い
よ
う

に
。

　

こ
の
箇
所
は
織
姫
に
仮
託
し
て
作
者
柳
宗
元
の
思
い
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
作
者
は
、
自
ら
の
決
心
を
記
し
て

「
抱
拙
終
身
、
以
死
誰
惕
」
と
結
ぶ
。
自
己
の
「
大
拙
」
を
死
ぬ
ま
で
抱
え
て
い
け
ば
、
何
も
怖
い
こ
と
な
ど
な
い
、
と
。

　

こ
の
文
か
ら
、
柳
宗
元
の
隠
微
で
婉
曲
的
に
寓
言
を
綴
っ
て
い
く
手
法
が
解
る
で
あ
ろ
う
。
柳
宗
元
は
織
姫
に
「
乞
巧
」
し
つ
つ

も
、
自
ら
の
「
拙
」
を
取
り
除
き
た
い
と
希
求
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
保
持
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
「
拙
」
は
彼
と
他
人
と

を
区
別
す
る
、
基
本
要
素
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
文
中
で
柳
宗
元
は
、
他
の
人
達
は
「
巧
」
で
あ
る
が
故
に
浮
き
沈
み
が
激
し
く
、

落
ち
着
か
な
い
。
自
分
は
「
拙
」
な
の
で
、
貶
め
ら
れ
て
、
世
間
と
も
隔
絶
し
て
い
る
と
訴
え
て
い
る
。
故
に
、
表
面
的
に
み
れ
ば

「
乞
巧
文
」
は
、
柳
宗
元
が
織
姫
に
「
巧
」
に
な
る
こ
と
を
切
望
し
た
祈
り
の
文
で
あ
る
が
、
そ
の
実
の
と
こ
ろ
、
彼
の
「
拙
」
を
一

生
守
っ
て
行
く
と
い
う
、
己
の
志
を
表
し
た
文
章
な
の
で
あ
る
。

五
、「
守
拙
」
と
「
潔
癖
」

　

社
会
の
風
紀
の
乱
れ
や
様
々
な
社
会
矛
盾
が
、
次
第
に
増
し
て
い
く
様
を
目
の
当
た
り
に
し
、
柳
宗
元
は
憤
り
、
心
曇
ら
せ
る
。
そ

し
て
鋭
利
な
筆
鋒
を
奮
っ
て
社
会
の
喜
ば
し
く
な
い
現
象
を
、「
乞
巧
文
」
中
に
皮
肉
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ス
ト
ー
リ
ー

の
お
も
し
ろ
さ
よ
り
も
世
相
諷
刺
・
社
会
批
判
が
主
眼
と
な
り
、
作
者
自
信
が
前
に
出
て
く
る
作
風
の
作
品
と
し
て
、
秋
成
の
『
書
初

機
嫌
海
』
や
『
癇
癖
談
』
が
思
い
つ
く
。
両
作
品
と
も
「
乞
巧
文
」
ほ
ど
の
寓
言
性
を
も
っ
た
作
品
で
は
な
い
が
、
物
語
の
形
式
を
借
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り
な
が
ら
も
、
個
性
の
強
さ
と
皮
肉
な
諷
刺
的
手
法
に
よ
り
、
随
筆
的
に
言
い
た
い
放
題
を
い
っ
て
い
る
。
そ
の
内
『
癇
癖
談
』
の
最

終
談
に
は
、
駒
王
と
鷽
姫
の
口
を
借
り
て
、
自
ら
を
語
る
一
段
が
あ
る
。

　
　
　

う
ま
れ
つ
き
て
こ
こ
ろ
せ
ば
く
、
…
人
は
こ
こ
ろ
の
ひ
ろ
き
ま
ま
に
、
あ
し
き
と
い
う
こ
と
も
、
い
つ
は
り
も
、
世
の
害
に
だ

に
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
た
く
ま
ず
し
て
な
す
ま
ま
な
る
を
、
そ
れ
ら
を
、
見
聞
く
た
び
ご
と
に
、
う
ち
も
な
げ
き
、
あ
る
ひ
は
、
い

か
り
な
ど
も
し
つ
つ
…
今
の
世
を
う
と
み
、

　

と
、
自
分
が
世
情
の
乱
れ
に
嘆
く
の
は
、
世
の
人
と
比
べ
て
狭
量
だ
か
ら
と
、
秋
成
独
特
の
穿
っ
た
婉
曲
的
な
表
現
で
自
嘲
し
て
い

る
。
し
か
し
、
や
は
り
秋
成
も
柳
宗
元
と
同
じ
よ
う
に
、
世
間
の
濁
流
と
は
一
線
を
お
き
、
あ
く
ま
で
自
分
の
孤
高
を
堅
持
す
る
の
だ

と
い
う
意
を
固
め
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
　

癇
癖
の
や
ま
ひ
を
つ
の
ら
し
て
、
え
養
は
ぬ
お
ろ
か
さ
よ
り
、
我
を
た
ふ
と
し
と
は
お
も
ひ
あ
が
ら
ね
ど
、
世
の
人
は
み
な
に
ご

れ
る
も
の
に
す
る
、
こ
こ
ろ
奢
の
ひ
と
な
り
。

世
間
の
流
れ
に
身
を
お
け
な
い
自
ら
の
心
を
「
奢
」
と
形
容
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
分
が
貴
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
病

的
な
癇
癖
さ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
押
さ
え
ら
れ
な
い
の
は
、
自
分
の
「
お
ろ
か
さ
よ
り
」
と
、
秋
成
も
自
分
を
「
愚
か
」
だ
と
思
っ

て
い
た
の
だ
。
そ
の
意
識
と
、「
乞
巧
文
」
で
の
柳
宗
元
が
自
ら
を
「
大
拙
」
と
皮
肉
る
こ
と
に
、
共
通
の
に
お
い
を
感
じ
さ
せ
る
。

自
分
を
「
愚
か
」
だ
、「
大
拙
」
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
変
え
る
気
の
な
い
ひ
ら
き
な
お
り
で
あ
る
。「
乞
巧
文
」
を
読
ん
だ
秋
成
は
、
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自
分
も
不
器
用
な
「
大
拙
」
者
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
ん
な
生
き
方
し
か
で
き
な
い
自
分
を
改
め
て
認
識
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
柳
宗
元
や
自
分
の
よ
う
に
、
中
国
で
も
日
本
で
も
世
の
風
潮
を
嘆
く
者
達
の
こ
と
を
、
秋
成
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

漢
土
の
や
ま
と
の
書
ど
も
に
、
あ
か
ず
を
し
ふ
る
も
、
世
の
人
の
直
か
ら
ず
、
お
ほ
か
た
は
、
佞
け
の
み
ゆ
く
を
な
げ
き
に
て
あ

ら
ず
や
。
其
の
こ
と
わ
り
を
お
し
い
た
だ
き
て
も
、
そ
の
を
し
へ
の
ま
ま
に
お
こ
な
ふ
人
は
あ
ら
ぬ
げ
な
り
。
あ
る
じ
も
、
こ
れ

が
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
。

自
分
も
含
め
、
嘆
く
ば
か
り
で
、
実
際
に
教
え
を
行
お
う
と
す
る
者
は
い
な
い
と
自
嘲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
乞
巧
文
」
を
意
識

し
た
か
の
よ
う
な
、「
巧
」
な
人
が
直
い
行
い
が
で
き
な
い
こ
と
を
擁
護
す
る
よ
う
な
言
葉
が
更
に
続
く
。

　
　

よ
し
や
な
す
も
な
さ
ぬ
も
、
わ
れ
さ
か
し
お
ろ
か
の
み
に
は
あ
ら
で
、
か
し
こ
き
人
も
、
世
に
お
し
た
て
ら
れ
て
は
、
お
こ
な
へ

ど
猶
か
ひ
な
き
も
の
か
。

こ
の
文
は
二
つ
の
意
味
に
取
れ
る
。
文
字
通
り
に
理
解
す
れ
ば
、「
を
し
へ
の
ま
ま
に
お
こ
な
ふ
人
は
あ
ら
ぬ
げ
」
な
の
は
「
お
ろ
か

な
人
」
は
も
と
よ
り
、「
か
し
こ
き
人
」
で
あ
っ
て
も
「
世
に
お
し
た
て
ら
れ
て
」
教
え
を
行
お
う
と
し
て
も
「
か
ひ
」
が
な
い
と
い

う
こ
と
。
も
う
一
つ
の
理
解
は
、「
か
し
こ
き
人
」
と
い
う
の
は
、「
世
に
お
し
た
て
ら
れ
て
」
お
お
よ
そ
は
な
か
ら
「
を
し
へ
の
ま
ま

に
お
こ
な
」
お
う
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

続
け
て
、
秋
成
は
「
か
し
こ
き
人
」
が
「
を
し
へ
の
ま
ま
に
お
こ
な
ふ
人
は
あ
ら
ぬ
げ
」
だ
と
い
う
例
を
示
す
。「
孔
夫
子
さ
へ
世
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に
お
し
た
て
ら
れ
て
、
行
ふ
こ
と
か
た
き
な
り
」。
ま
た
「
今
神
道
者
と
い
ふ
も
の
、
堯
舜
を
そ
し
れ
る
あ
り
」。
学
者
達
は
も
の
知
り

顔
で
堯
舜
の
批
判
を
書
き
表
し
、
聖
人
に
自
分
が
到
底
及
ば
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
言
い
出
す
の
は
、
利
口
さ
を
ひ
け
ら
か
そ
う

と
す
る
か
ら
で
あ（

28
）
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
お
ろ
か
」
な
秋
成
は
「
癇
癖
の
病
」
を
押
さ
え
ら
れ
ず
、
表
面
上
で
す
ら
濁
っ
た
ふ
り
を
し

て
世
に
交
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
離
世
的
姿
勢
を
取
っ
て
お
り
、
老
荘
の
教
え
の
ま
ま
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
秋
成
は
後
者
の
意
味
で
「
か
し
こ
き
人
」
を
と
ら
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
か
し
こ
き
人
」
は
皆
濁
し
て
世
に
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
ず
教
え
を
実
行
し
て
い
る
人
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
自

分
の
よ
う
な
「
お
ろ
か
な
人
」
は
そ
の
「
拙
」
故
に
世
の
濁
り
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
濁
り
を
悪
み
こ

そ
す
れ
、
濁
世
に
交
わ
ろ
う
と
も
思
わ
な
い
。
や
は
り
秋
成
に
も
柳
宗
元
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
「
た
く
ま
ず
」「
お
ろ
か
」
な
性

を
自
嘲
し
つ
つ
も
、
誇
り
に
思
っ
て
い
る
様
が
伺
え
る
。

　
『
癇
癪
談
』
は
『
雨
月
』
執
筆
後
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、「
序
」
を
執
筆
時
の
秋
成
が
、
十
余
年
を
経
て
執
筆
し
た
『
癇
癪
談
』
に
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
、
己
の
愚
か
さ
を
受
け
容
れ
、
堅
持
す
る
覚
悟
を
も
っ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、『
雨
月
』
の

登
場
人
物
を
み
る
に
、「
菊
花
の
約
」
の
丈
部
左
門
、「
浅
茅
が
宿
」
の
宮
木
、「
吉
備
津
の
釜
」
の
磯
良
、「
蛇
性
の
婬
」
の
真
女
子
、

「
青
頭
巾
」
の
僧
な
ど
、
み
な
己
が
性
に
愚
直
で
あ
る
が
故
に
、
世
俗
に
身
を
お
い
て
い
ら
れ
な
い
境
遇
と
な
る
。
彼
ら
は
世
俗
に
迎

合
し
な
い
の
で
は
な
い
、
そ
の
性
が
故
に
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
丈
部
左
門
や
真
女
子
の
性
に
顕
著
で
あ
る
が
、
世
俗
に
身
を
お
き
た

く
て
も
、
そ
の
処
し
方
が
解
ら
な
い
。
こ
れ
を
上
述
し
た
こ
と
と
照
ら
し
て
み
る
と
、
当
時
の
秋
成
の
己
が
性
と
の
葛
藤
の
あ
ら
わ
れ

と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。『
癇
癪
談
』
の
心
持
ち
と
違
っ
て
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
社
会
と
上
手
く
付
き
合
う
こ
と
の
出
来
な
い
己

の
性
に
気
づ
き
、
戸
惑
っ
て
い
る
段
階
で
あ
っ
た
。
故
に
、
そ
の
葛
藤
が
形
象
化
さ
れ
て
、『
雨
月
』
の
中
心
的
な
人
物
像
が
出
来
上

が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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秋
成
は
自
ら
の
確
乎
た
る
性
を
意
識
し
つ
つ
も
不
安
定
な
心
情
を
考
え
た
時
、「
乞
巧
文
」
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
、
柳
宗
元
の
濁

世
に
対
す
る
発
憤
と
批
判
、
さ
ら
に
は
「
守
拙
」
の
気
概
を
目
の
当
た
り
に
し
、
秋
成
は
「
癇
癪
」
で
「
お
ろ
か
な
」
性
が
故
に
世
と

交
わ
れ
な
い
で
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
自
分
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
と
、
自
己
肯
定
さ
れ
た
思
い
だ
っ
た
ろ
う
と
想
像
す
る
に
難
く

な
い
。
そ
し
て
「
序
」
に
「
啽
哢
」
の
語
彙
と
「
宮
沉
羽
振
、
笙
簧
触
手
」
と
同
じ
意
味
の
語
句
を
加
え
る
こ
と
で
、「
乞
巧
文
」
の

存
在
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
「
啽
哢
」
と
い
う
語
は
「
乞
巧
文
」
に
し
か
容
易
に
目
に
で
き
な
い
よ
う
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
前
期
の
読
本
趣（

29
）

味
と
し
て
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　

で
は
、
何
故
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
乞
巧
文
」
を
「
序
」
に
取
り
入
れ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
秀
で
た
寓
言
作
品
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
作
品
に
あ
や
か
っ
て
、
自
ら
の
寓
言
創
作
意
識
を
示
す
意
味
あ
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
よ
り
大
切
な

こ
と
は
、
濁
世
へ
の
発
憤
と
愚
直
な
性
の
肯
定
と
い
う
、「
乞
巧
文
」
の
創
作
精
神
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、「
洞
越
」
の
特
別
性

　
「
洞
越
」、
こ
の
語
も
し
ば
ら
く
出
典
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、「
意
表
に
出
て
心
を
う
が
つ
」、「
は
れ
ば
れ
と
し
た
思
い
を
は
せ
る
」、

「
澄
み
徹
る
意
」、
と
様
々
な
意
見
が
あ
っ（

30
）
た
。
し
か
し
中
村
幸
彦
氏
の
研
究
（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
十
三
年
六
月
号
）
に
よ
り
、『
史

記
』
巻
二
十
三
の
礼
書
第
一
に
み
え
る
「
朱
絃
洞
越
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
以
後
、「
読
者
の
気
持
ち
を
瑟
の

洞
越
の
如
く
に
し
て
、
作
品
の
よ
さ
を
十
分
に
感
銘
せ
し
め
る
。「
琴
線
に
ふ
れ
し
め
る
」
と
同
じ
よ
う
な
言
い
ま
わ（

3１
）
し
」
と
い
う
解

釈
に
落
ち
つ
い
た
。
こ
の
解
釈
は
『
史
記
』
の
鄭
玄
注
、「
越
、
瑟
底
孔
（
越
ハ
瑟
ノ
底
ノ
孔
）」（
卷
二
十
三　

礼
書
）
と
『
礼
記
』
楽

書
の
註
「
使
两
头
孔
相
连
而
通
也
。
孔
小
則
声
急
、
孔
大
則
声
遅
故
也
。（
両
頭
ノ
孔
ヲ
シ
テ
相
連
ツ
テ
而
シ
テ
通
ゼ
シ
ム
ル
也
。
孔
小
ナ
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レ
バ
則
チ
声
急
ニ
、
孔
大
ナ
レ
バ
則
チ
声
遅
キ
故
也
）」
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
注
よ
り
「
洞
越
」
と
は
瑟
の
底
の
穴
で
、
音
声
を
響
か

せ
る
た
め
に
通
し
た
も
の
だ
と
理
解
し
、
以
上
の
解
釈
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
楽
記
の
注
の
役
割
は
大
き
い
。
瑟
の
底
に

あ
け
ら
れ
た
穴
の
「
越
」
が
、
ど
の
様
な
意
味
あ
い
を
持
つ
の
か
理
解
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
穴
は
二
つ
あ
け
ら
れ
、
そ
の
穴
が
共
鳴

す
る
の
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
そ
の
穴
の
大
き
さ
加
減
で
、
音
は
高
く
な
っ
た
り
低
く
な
っ
た
り
す
る
の
だ
。
こ
の
注
が
な
け
れ
ば
、

「
洞
越
」
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

中
村
氏
は
こ
れ
を
『
礼
記
』
楽
記
第
十
九
に
あ
る
「
朱
絃
疏
越
」
か
ら
見
い
だ
し
た
。「（
越
、
瑟
底
孔
と
）
同
じ
こ
と
を
楽
記
に

「
朱
絃
疏
越
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
鄭
玄
は
、
疏
は
通
と
解
し
、「
両
頭
ノ
孔
を
シ
テ
…
（
略
）
…
声
遅
キ
故
也
」
と
注（

32
）

し
」
て
い
る
と

し
、「
洞
越
」
の
解
釈
に
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
人
の
精
緻
な
研
究
が
、
今
日
の
豊
富
な
『
雨
月
』
の
典
拠
研
究
成
果

を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
、
そ
の
熱
意
と
緻
密
さ
に
驚
愕
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
中
村
氏
が
ど
の
楽
記
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら

な
い
の
だ
が
、
唐
孔
穎
達
『
礼
記
正
義
』
の
楽
記
に
は
、
こ
の
註
釈
者
は
「
熊
氏
」
と
な
っ
て
い（

33
）
る
。
そ
し
て
、
面
白
い
こ
と
に
、
邢

昺
の
『
爾
雅
注
疏
』
に
は
「
楽
記
云
、
清
庙
之
瑟
、
朱
弦
而
疏
越
。
鄭
注
云
…
（
略
）
…
疏
、
通
也
。
使
两
头
孔
相
連
而
通
也
。
孔
小

則
声
急
、
孔
大
則
声
遅
故（

34
）
也
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、「
疏
越
」
の
鄭
玄
の
注
を
探
し
な
が
ら
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
疏

越
」
と
い
う
語
は
、「
洞
越
」
よ
り
も
使
用
頻
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
礼
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
が
、『
爾
雅
注
疏
』
で
は
「
大
瑟
謂
之
灑
」
の
「
疏
」
と
し
て
「
朱
弦
而
疏
越
」
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
『
荀

子
』
礼
論
篇
に
も
「
朱
弦
而
疏
越
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
「
洞
越
」
は
、
こ
の
『
史
記
』
礼
書
で
み
ら
れ
る
だ
け
の
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
清
王
先
謙
『
荀
子
集
解
』
は
「
朱
弦
而
疏
越
」
の
注
釈
末
に
、「
史
記
作
洞（

35
）
越
」（『
史
記
』
で
は
「
朱
弦
而

洞
越
」
と
し
て
い
る
）
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、『
史
記
』
で
し
か
こ
の
語
を
み
な
い
の
で
、
王
先
謙
が
書
き
留
め
て
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お
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
秋
成
は
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
『
史
記
』
の
礼
書
で
し
か
目
に
し
な
い
「
洞
越
」
を
使
っ
た
の
だ
ろ

う
？
頻
度
の
高
い
「
疏
越
」
を
用
い
た
ほ
う
が
、
読
者
の
理
解
は
得
ら
れ
易
い
だ
ろ
う
し
、
第
一
こ
の
「
疏
越
」
と
い
う
語
で
さ
え
、

知
識
階
層
の
読
本
読
者
達
が
、
ど
れ
ほ
ど
す
ぐ
に
解
す
る
か
、
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
更
に
、「
朱
弦
而
疏
越
」
と
い
う
語
句
は
、

「
洞
越
」
が
記
さ
れ
る
「
巻
二
十
三
礼
書
」
の
次
巻
「
巻
二
十
四
楽
書
」
に
も
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
も
併
せ
て
考
え
る

と
、
秋
成
は
ど
う
し
て
も
「
洞
越
」
を
「
序
」
に
引
用
し
た
か
っ
た
、
と
い
う
強
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一

度
出
典
作
品
の
『
史
記
』
礼
書
の
出
典
段
落
を
み
て
み
よ
う
。

七
、『
史
記
』
礼
書
と
秋
成

　

話
テ
ー
マ
は
、「
礼
」
を
常
に
心
が
け
る
こ
と
で
、
謙
虚
で
か
つ
質
素
倹
約
の
立
ち
振
る
舞
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
恭
倹
荘
敬

而
不
煩
、
則
深
于
礼
也
人
）、
各
々
が
礼
節
を
心
が
け
る
こ
と
が
、
如
何
に
社
会
秩
序
を
構
築
し
て
い
く
に
大
切
か
、
と
い
う
こ
と
を
説

い
て
い
る
。

　

出
典
箇
所
は
、
太
史
公
が
秦
で
礼
儀
を
司
る
官
署
に
勤
め
て
い
た
時
の
こ
と
と
し
て
話
す
段
落
で
あ
る
。「
夏
、
商
、
周
」
三
代
の

礼
制
度
の
変
革
を
み
て
み
る
と
、
人
の
情
・
性
に
依
拠
し
て
礼
法
を
制
定
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
理
想
の
政
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

よ
く
わ
か
っ
た
（
観
三
代
損
益
、
乃
知
緣
人
情
而
制
礼
、
依
人
性
而
作
儀
）。
た
だ
し
、
人
の
感
情
は
様
々
な
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
に
き
ち

ん
と
対
処
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
方
面
の
規
律
を
行
き
渡
ら
せ
な
い
と
い
け
な
い
（
人
道
経
緯
万
端
、
規

矩
無
不
貫
）
と
し
て
、
仁
義
で
道
徳
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
と
、
刑
罰
で
邪
悪
な
行
為
を
拘
束
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
、
そ
う
す
れ
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ば
徳
の
あ
る
者
や
節
度
を
わ
き
ま
え
て
い
る
者
が
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
天
下
を
統
一
し
、
民
を
治
め
て

い
く
べ
き
な
の
だ
。（
誘
進
以
仁
義
、
縛
縛
以
刑
罰
、
故
德
厚
者
位
尊
、
禄
重
者
寵
栄
、
所
以
、
総
一
海
内
而
整
斉
万
人
也
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
と
い
う
の
は
贅
沢
を
し
た
が
る
も
の
だ
と
、
人
本
来
の
欲
、
衣
食
住
に
付
き
ま
と
い
が
ち
な
、
様
々
な
欲
を
指

摘
す
る
（
人
体
安
駕
乗
…
目
好
五
色
…
耳
楽
鐘
磬
…
口
甘
五
味
…
情
好
珍
善
…
）。
続
け
て
古
代
の
天
子
が
、
ど
の
様
な
質
素
か
つ
堅
実
な

生
活
を
送
っ
て
い
た
か
を
紹
介
し
て
い
く
。
家
で
は
薄
い
座
布
団
を
敷
く
の
み
で
（
故
大
路
越
席
）、
朝
廷
に
あ
が
る
と
き
も
鹿
皮
の
帽

子
に
白
の
衣
装
と
い
う
簡
素
な
い
で
た
ち
（
皮
弁
布
裳
）、
音
楽
を
鑑
賞
す
る
に
も
、
楽
器
は
た
だ
赤
い
弦
を
は
り
、
底
に
穴
を
あ
け

た
簡
単
な
も
の
（
朱
弦
洞
越
）、
祭
祀
の
お
供
え
物
も
、
調
理
を
し
て
い
な
い
ス
ー
プ
や
水
の
よ
う
な
お
酒
と
い
う
有
り
様
（
大
羹
玄
酒
）

そ
れ
が
華
美
で
浮
つ
い
た
生
活
に
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
い
き
す
ぎ
た
贅
沢
か
ら
の
弊
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て

く
れ
て
い
る
の
だ
（
所
以
防
其
淫
侈
、
救
其
彫
敝
）。
そ
の
お
か
げ
で
朝
廷
内
は
上
下
の
秩
序
を
保
ち
、
民
も
衣
食
住
に
困
ら
ず
冠
婚
葬

祭
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
に
分
相
応
で
、
節
度
を
も
っ
て
行
え
る
よ
う
に
な
る
。（
是
以
、
君
臣
朝
廷
、
尊
卑
貴
賤
之
序
、
下
及
黎
庶
車
輿
衣

服
宮
室
飲
食
嫁
娶
喪
祭
之
分
、
事
有
宜
適
、
物
有
節
文
）。
こ
の
よ
う
に
社
会
秩
序
を
維
持
で
き
る
の
も
、
礼
の
教
え
が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ

る
。
続
け
て
、
周
王
室
が
衰
え
て
か
ら
、
礼
楽
が
廃
れ
、
社
会
が
乱
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
提
示
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
華
美
を
好
む
の
が
人
情
と
い
う
も
の
、
と
は
い
え
立
派
な
君
子
に
も
な
り
た
い
と
、
孔
子
の
優
秀
な
弟
子
の
一
人
子
夏
が
、
心
の

葛
藤
を
孔
子
に
尋
ね
て
聞
く
。「
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
っ
た
感
情
が
、
常
に
私
の
心
の
中
で
戦
っ
て
お
り
、
果
た
し
て
ど
う
し
た
ら
よ

い
も
の
か
、
考
え
が
一
向
に
決
ま
り
ま
せ
ん
」（
二
者
心
戦
、
未
能
自
決
）。
子
夏
ほ
ど
の
人
物
が
こ
う
な
の
だ
か
ら
、
普
通
の
者
達
が

教
え
を
守
れ
な
い
と
い
う
の
は
仕
方
が
な
い
の
だ
ろ
う
（
而
况
中
庸
以
下
、
漸
漬
于
失
教
）。
い
っ
た
い
腐
っ
た
社
会
風
紀
に
取
り
込
ま

れ
な
い
で
い
る
こ
と
な
ど
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
（
被
服
于
成
俗
乎
）
？ 

そ
の
答
え
は
否
で
あ
る
。
何
故
な
ら
尋
ね
ら
れ
た
孔
子
が
答
え

て
言
う
に
は
、「
端
正
名
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
彼
が
衛
国
の
統
治
者
と
な
っ
た
と
き
の
考
え
方
は
、
そ
れ
と
は
相
容
れ
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な
い
も
の
で
あ
っ
た
な
あ
。
ま
っ
た
く
嘆
か
わ
し
い
こ
と
だ
」（
孔
子
必
正
名
、
于
衛
所
居
不
合
）
と
、
孔
子
の
嘆
き
で
、
話
は
終
わ
る
。

　

高
弟
子
夏
の
苦
悩
と
し
て
言
わ
せ
て
い
る
言
葉
は
、
礼
を
何
よ
り
も
重
ん
ず
べ
き
立
場
の
人
間
で
さ
え
、
浮
つ
い
た
心
許
な
い
所
作

を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
社
会
に
対
す
る
、
司
馬
遷
の
怒
り
を
寓
言
化
し
た
も
の
で
、
孔
子
の
嘆
息
は
そ
の
ま
ま
司
馬
遷
の
嘆

息
で
あ
る
。
周
王
以
後
の
礼
楽
の
廃
れ
、
社
会
秩
序
が
乱
れ
、
荒
廃
し
て
い
る
様
子
（
大
小
相
逾
、
管
仲
之
家
、
兼
備
三
帰
）
は
、
今
の

世
相
を
書
き
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
教
え
を
守
っ
て
社
会
規
範
意
識
を
も
ち
、
自
ら
の
身
を
慎
ん
で
い
る
人
達
は
、
い
つ
も

欺
か
れ
貶
め
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
（
循
法
守
正
者
、
見
侮
於
世
）。
そ
し
て
贅
沢
に
な
り
堕
落
し
、
礼
法
な
ど
鼻
に
も
か
け
な
い
人
間

が
、
高
官
に
な
っ
た
り
し
て
栄
華
を
誇
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
奢
溢
僭
差
者
、
謂
之
顕
栄
）、
何
故
そ
う
な
る
の
だ
と
、
怒

り
に
打
ち
震
え
る
司
馬
遷
の
姿
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

八
、「
序
」
の
言
葉
と
寓
言

　
「
礼
書
」
に
お
い
て
「
洞
越
」
が
使
わ
れ
た
寓
話
の
主
題
は
、
社
会
は
礼
法
を
以
て
治
め
る
の
が
よ
い
と
す
る
、
太
史
公
の
理
由
説

明
に
仮
託
し
て
、
濁
世
の
乱
れ
を
悪
み
、
そ
の
濁
流
に
呑
ま
れ
な
い
よ
う
に
慎
ん
だ
言
動
を
し
て
い
る
者
達
が
報
わ
れ
な
い
、
昨
今
の

社
会
に
対
す
る
憤
り
と
悲
嘆
で
あ
る
。
秋
成
は
「
洞
越
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
で
『
史
記
』
礼
書
の
主
題
の
存
在
性
を
提
示
し
、

た
だ
文
句
の
調
べ
が
、
読
者
の
琴
線
に
ふ
れ
る
よ
う
な
心
揺
さ
ぶ
る
作
品
だ
、
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、『
雨
月
』
の
作
品
群
の

主
題
は
、
濁
っ
た
社
会
世
相
の
批
判
と
、
更
に
そ
の
中
で
息
苦
し
い
思
い
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
人
間
達
の
、
怒
り
や
悲
し
み
な
ど

様
々
な
心
が
、
き
っ
と
貴
方
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
同
じ
事

は
、
上
述
の
「
啽
哢
」
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
啽
哢
」
は
文
章
の
調
子
を
形
容
し
て
い
る
の
だ
が
、「
乞
巧
文
」
も
『
史
記
』
礼
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書
と
同
じ
主
題
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
濁
世
批
判
と
そ
の
世
に
迎
合
で
き
な
い
、
己
の
愚
直
さ
か
ら
来
る
悲
哀
が
「
真
に
逼

る
」
ぞ
、
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
恐

ら
く
秋
成
が
「
乞
巧
文
」
を
目
に
し
た
時
に
、
柳
宗
元
の
苦
悩
や
憤
怒
な
ど
が
秋
成
の
心
に
入
り
込
ん
で
き
て
、
正
に
そ
の
思
い
は

「
真
に
逼
」
っ
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
『
史
記
』
礼
書
を
通
し
て
司
馬
遷
の
思
想
と
感
情
が
、
秋
成
の
気
持
ち
（
心

気
）
に
強
く
共
鳴
（
洞
越
）
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
寓
言
の
構
築
で
あ
る
、
柳
宗
元
の
散
文
の
創
作
の
特
徴
と
し
て
「
得
意
な
諷
刺
の
芸
術
手
段
を
、
寓

言
に
引
き
寄
せ
て
、
取
り
込
み
、
再
度
そ
れ
ら
の
要
素
で
新
た
に
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
、
寓
言
を
形
に
し
て
い
く
の
で
あ（

26
）

る
。」

が
、
ま
さ
し
く
秋
成
も
同
じ
手
法
で
『
雨
月
』
を
寓
言
物
語
と
し
て
構
築
せ
し
め
て
い
る
。
彼
が
、『
雨
月
』
の
創
作
に
当
た
っ
て
、

寓
言
を
何
よ
り
も
重
要
視
し
た
か
ら
怪
異
小
説
と
い
う
手
法
を
選
ん
だ
と
み
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
寓
言
の
創
作
手
法
も
、
今
ま
で
い

わ
れ
て
い
た
中
国
明
清
白
話
小
説
の
み
な
ら
ず
、
文
人
散
文
や
歴
史
書
か
ら
も
学
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
今
回
よ
り
鮮
明
に

な
っ
た
と
い
え
る
。

　

秋
成
は
中
国
古
典
の
作
者
達
と
対
話
し
な
が
ら
、
そ
の
奥
に
自
分
を
見
、
作
者
と
自
分
の
距
離
を
見
て
は
、
自
分
の
中
に
あ
る
不
可

思
議
な
思
い
や
感
覚
を
見
つ
け
、
何
と
か
言
葉
で
現
そ
う
、
形
作
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
世
界
を
構
築
す
る
た
め
に
、
手
元
に
寄
せ
た

様
々
な
言
葉
達
は
、
秋
成
の
未
知
の
内
面
世
界
の
片
鱗
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
片
鱗
で
綴
ら
れ
た
「
序
」
の
文
章
は
、
ま
る
で
人
間

の
よ
う
で
あ
る
。
読
者
に
見
せ
て
い
る
表
情
と
違
っ
た
世
界
が
、
そ
の
奥
に
渺
茫
と
広
が
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
の
世
界
を
少
し
垣

間
見
た
と
き
に
、
中
国
古
典
か
ら
集
め
ら
れ
た
多
数
の
言
葉
達
は
、
秋
成
の
世
界
に
撒
か
れ
た
種
だ
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
く
。
お
そ

ら
く
秋
成
は
、
そ
の
種
達
が
自
分
の
世
界
で
彩
っ
た
と
き
に
は
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
世
界
を
広
げ
る
か
と
心
奮
わ
せ
な
が
ら
、
塡
め
て

い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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（
１
）　

中
村
幸
彦
氏
は
「
読
本
初
期
の
小
説
観
」
の
中
で
「
歴
史
的
に
見
て
、
こ
の
時
代
の
小
説
観
は
、
近
代
小
説
へ
の
一
つ
の
脱
皮
期
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
…
金
聖
歎
を
初
め
中
国
の
小
説
戯
曲
の
批
評
家
の
影
響
の
濃
い
も
の
が
あ
っ
た
。
日
本
の
小
説
史
は
、
西
欧
小
説
と
そ
の
理
論
で
近
代
化
す
る
前

に
、
中
国
小
説
と
そ
の
理
論
で
、
既
に
近
代
化
へ
の
歩
を
進
め
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
中
村
幸
彦
著
述
集　

第
一
集
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和

五
十
七
年
、
二
四
三
頁
）。

（
2
）　

中
村
幸
彦
著
『
中
村
幸
彦
著
述
集　

第
四
集
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
十
二
年
、
二
四
五
頁
。

（
3
）　

こ
の
創
作
法
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
論
に
「《
蛇
性
之
婬
》
怪
异
反
映
出
的
世
界
―
《
白
娘
子
永
镇
雷
峰
塔
》
與
《
蛇
性
之
婬
》
的
母
题
與
嬗

变
」（「
東
洋
法
学
」
第
五
十
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）、「「
蛇
性
の
婬
」
に
お
け
る
人
物
形
象
の
創
作
と
中
国
白
話
小
説
の
影
響
に
つ
い
て
」

（「
東
洋
法
学
」
第
五
十
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
4
）　
「
秋
成
の
な
か
の
日
本
」（
高
田
衛
編
集
『
共
同
研
究　

秋
成
と
そ
の
時
代
』
所
収
、
勉
誠
社
、
平
成
六
年
、
四
三
八
頁
）。

（
5
）　

中
村
幸
彦
氏
は
「
上
田
秋
成
の
物
語
観
」
で
、
古
典
小
説
か
ら
得
た
寓
意
方
法
、
特
に
金
聖
歎
の
『
水
滸
伝
』「
評
」
か
ら
小
説
読
法
を
学
ん
だ
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、『
荘
子
』
思
想
の
影
響
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
事
実
性
か
ら
の
解
放
と
い
う
視
点
を
う
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
、
中
村

博
保
氏
の
「
秋
成
の
物
語
論
」、「
個
性
」
の
表
現
と
し
て
の
「
寓
言
論
」
が
現
れ
た
こ
と
を
提
示
す
る
、
中
野
三
敏
氏
の
「
寓
言
論
の
展
開
」、
秋
成
の

相
対
的
原
理
に
も
と
づ
く
認
識
の
形
成
を
論
じ
た
、
小
椋
嶺
一
氏
の
「『
荘
子
』
斉
物
論
の
視
点
か
ら
」
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）　

中
村
幸
彦
氏
は
「
上
田
秋
成
の
物
語
観
」
で
は
、
特
徴
を
三
つ
に
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
（『
中
村
幸
彦
著
述
集　

第
一
集
』
所
収
、
中
央
公
論

社
、
昭
和
五
八
年
、
二
五
五
頁
―
二
五
七
頁
）。

（
7
）　

中
野
三
敏
著
『
戯
作
研
究
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
六
年
、
二
三
九
頁
。

（
8
）　

中
村
博
保
著
「
秋
成
の
物
語
論
」（『
上
田
秋
成
の
研
究
』
所
収
、
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
九
年
、
九
二
頁
）。

（
9
）　
「
上
田
秋
成
の
物
語
観
」、
二
五
九
頁
。

（
１0
）　

中
野
三
敏
著
「
寓
言
論
の
展
開
」（『
戯
作
研
究
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
六
年
、
二
三
五
頁
）。

（
１１
）　

阿
部
吉
雄
な
ど
『
老
子　

荘
子
（
上
）』、
明
治
書
院
、
昭
和
四
十
一
年
、
二
七
〇
頁
。

（
１2
）　

青
木
五
郎
著
『
史
記
十
二　
（
列
伝
五
）』、
明
治
書
院
、
平
成
一
九
年
、
二
四
〇
頁
。
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（
１3
）　

右
に
同
じ
、
三
七
四
、五
頁
。

（
１4
）　

岩
城
秀
夫
訳
『
五
雑
組 

８
』
東
洋
文
庫
六
四
六
、
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
、
一
一
四
頁
。

（
１5
）　

中
村
幸
彦
校
注
『
上
田
秋
成
集
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
、
一
〇
頁
。

（
１6
）　

中
村
幸
彦
著
『
近
世
小
説
史
』（『
中
村
幸
彦
著
述
集 

第
四
集
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
、
二
四
四
頁
）。

（
１7
）　

鵜
月
洋
著
『
雨
月
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
三
年
、
一
〇
頁
）
の
現
代
語
訳
を
参
考
に
し
た
。

（
１8
）
中
村
幸
彦
著
「
雨
月
物
語
の
序
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
第
二
十
三
巻
六
号
、
至
文
道
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
、
一
〇
六
頁
）。

（
１9
）　

田
汝
成
著　

陳
志
明
校
『
新
校
西
湖
游
覧
志
余
』、
東
方
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
20
）　

王
圻
『
続
文
献
通
考
・
巻
百
七
十
七
経
籍
考
続　

伝
記
職
守
』
に
は
「
水
滸
伝
羅
漢
著
、
貫
字
本
中
杭
州
人
、
編
撰
小
説
数
十
種
、
而
水
滸
伝
叙
宋

江
事
、
奸
盗
脱
騙
機
械
甚
詳
。
然
变
詐
百
端
、
壊
人
心
数
、
説
者
謂
子
孫
三
代
皆
啞
、
天
道
好
還
之
報
如
此
」
と
あ
り
、
要
所
の
字
句
は
同
じ
で
あ
る
。

（
2１
）　
「
委
巷
叢
談
に
、
銭
塘
ノ
羅
漢
中
者
、
南
宋
時
人
、
編
撰
小
説
数
十
種
、
而
水
滸
伝
叙
宋
江
等
事
奸
盗
脱
騙
機
巧
、
甚
詳
、
然
变
詐
百
端
、
壊
人
心

術
、
其
子
孫
三
代
皆
啞
な
り
と
い
へ
り
」

（
22
）　

日
本
古
典
文
学
全
集
四
八
、
小
学
館
、
一
九
九
三
年
、
三
二
九
頁
。

（
23
）　

な
お
、
明
の
張
岱
（
一
五
九
七
～
一
六
七
九
）
が
記
し
た
『
快
園
道
古
』
に
は
「
陈
眉
公
曰
」
と
し
て
「
嗜
异
味
者
～
原
跳
不
出
中
庸
二
字
也
。」

の
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
中
国
で
は
、
こ
の
句
は
陳
継
儒
『
安
得
長
者
言
』
を
通
し
て
広
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）　

中
村
博
保
著
「
秋
成
の
物
語
論
」（『
上
田
秋
成
の
研
究
』、
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
九
年
）、
七
三
頁
。

（
25
）　

小
椋
嶺
一
著
「『
荘
子
』
斉
物
論
の
視
点
か
ら
」（『
秋
成
と
宣
長
』、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
26
）　

鵜
月
洋
著
『
雨
月
物
語
評
釈
』、
角
川
書
店
、
昭
和
五
三
年
、
一
二
頁
。

（
27
）　

中
村
幸
彦
校
注
『
上
田
秋
成
集
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
、
三
十
五
頁
。
ま
た
筆
者
は
、『
正
字
通
』
の
「
哢
」
の
語
釈
に
「
柳
宗
元
乞
巧
文

啽
哢
飛
走
」
と
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
中
国
工
人
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一
四
九
頁
）。

（
28
）　
「
今
の
世
に
は
堯
・
舜
を
さ
へ
、
あ
し
く
と
り
な
し
て
い
ふ
人
も
あ
り
。
扨
そ
れ
ら
が
さ
と
れ
る
顔
に
か
き
あ
ら
は
す
、
其
の
墨
の
か
わ
か
ぬ
あ
ひ

だ
も
、
我
は
お
よ
ば
ぬ
こ
と
を
し
り
つ
つ
、
い
ひ
い
づ
る
が
わ
れ
が
し
こ
の
し
わ
ざ
な
り
け
り
。」（『
癇
癪
談　

下
』）
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（
29
）　

中
村
幸
彦
氏
は
前
期
戯
作
の
読
者
に
つ
い
て
「
作
家
同
様
、
正
式
に
は
第
一
文
芸
壇
に
属
す
べ
き
教
養
階
層
の
人
々
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
…
前

期
戯
作
者
は
、「
楽
屋
」
の
中
で
お
互
い
に
作
家
と
な
り
、
読
者
と
な
っ
て
、
作
品
を
め
ぐ
り
遊
ん
だ
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
都
賀
庭
鐘
の
例
を
紹
介
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
出
典
や
原
拠
を
穿
鑿
す
る
こ
と
も
、
遊
び
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（「
読
本
の
読
者
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集　

第
五
集
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
、
四
四
四
、五
頁
）。

（
30
）　

鵜
月
洋
著
『
雨
月
物
語
評
釈
』、
一
三
頁
。

（
3１
）　

中
村
幸
彦
校
注
『
上
田
秋
成
集
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
、
三
五
頁
。

（
32
）　

注
（
１8
）
に
同
じ
、
一
〇
六
頁
。

（
33
）　
「
熊
氏
云
う
；
瑟
両
頭
有
孔
、
画
疏
之
。
疏
、
通
也
、
使
両
頭
孔
相
達
而
通
、
孔
小
則
声
急
、
孔
大
則
声
遅
、
故
云
「
使
声
遅
也
」（
北
京
大
学
出
版

社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
六
二
頁
）。

（
34
）　

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
七
一
頁
。

（
35
）　
『
諸
子
集
成
２
』、
上
海
書
店
、
一
九
八
六
年
、
二
三
六
頁
。

（
36
）　

原
文
は
「
更
值
得
人
们
欣
赏
的
是
他
的
寓
言
、
他
把
散
文
创
作
所
擅
长
的
俳
谐
讽
刺
的
艺
术
手
段
、
引
进
、
移
用
到
寓
言
中
来
、
使
之
重
在
描
绘
形

象
、
体
物
寓
言
、
从
而
揭
露
并
批
判
了
当
时
社
会
现
实
和
政
治
生
活
中
形
形
色
色
的
丑
类
的
嘴
脸
与
行
径
。」（「
解
読
柳
宗
元
寓
言
中
論
理
道
徳
思
想
」、

作
者
不
詳
、
柳
州
市
図
書
館
・
柳
学
研
究
、http://w

w
w

.lzlib.gov.cn/htm
l/200908/6/20090806１73306.htm

l

。
二
〇
一
四
年
三
月
三
日
確
認
）

＊　

こ
と
わ
り
の
な
い
訳
文
は
、
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

参
考
文
献

上
田
秋
成
の
文
は
基
本
、
中
村
幸
彦
主
篇
『
上
田
秋
成
全
集
』（
中
央
公
論
社
）
に
よ
っ
た
。

王
圻
『
続
文
献
通
考
』
文
海
出
版
社
、
一
九
七
九
年
。

五
井
蘭
州
『
蘭
州
茗
話
』（
懐
徳
堂
記
念
会
篇
『
懐
徳
堂
遺
書
』
所
収
、
松
村
文
海
堂
、
明
治
四
十
四
年
）。

陳
継
儒
『
安
徳
長
者
言
』（
王
雲
五
主
篇
『
薛
方
山
紀
述　

及
其
多
五
種
』
所
収
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
民
国
五
十
五
年
）。
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謝
肇
淛
『
五
雑
組
』、
上
海
書
店
、
二
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〇
一
年
。

柳
宗
元
『
柳
宗
元
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
。

吉
田
賢
抗
著
『
史
記
四
（
八
書
）』、
明
治
書
院
、
一
九
九
五
年
。

武
内
照
夫
著
『
礼
記
（
中
）』、
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
。

市
川
安
司
著
『
荘
子
（
下
）』、
明
治
書
院
、
平
成
十
四
年
。

 

―
な
か
た　

わ
か
ば
・
法
学
部
准
教
授
―
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