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白
日

田
山
l

才
一
次
『
明
星
』
　
(
明
3
3
･
4
-
明
4
1
･
‖
)
が
'
近
代
短
歌
史
上

に
華
々
し
い
業
績
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
'
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

が
'
そ
の
統
率
者
で
あ
っ
た
与
謝
野
寛
は
ど
の
よ
う
な
歌
論
意
識
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ
の
事
に
つ
い
て
'
以
下
1
つ
の
展
望
を

試
み
て
み
た
い
と
思
う
｡

寛
の
歌
論
を
見
る
才
一
の
資
料
と
し
て
は
'
『
明
星
』
誌
上
に
発
表

注

さ
れ
た
文
章
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
ま
'
そ
れ
ら
を
考
察
の

最
良
の
資
料
と
し
て
い
き
た
い
｡

『
明
星
』
に
お
い
て
'
そ
の
作
歌
理
念
が
明
確
に
表
わ
さ
れ
た
の
は

六
号
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
｡
『
明
星
』
牙
六
号
所
載
の
｢
新
語
社

清
規
｣
に
は
次
の
よ
う
な
一
条
が
み
ら
れ
る
｡

二
わ
れ
ら
は
互
に
自
我
の
詩
を
発
揮
せ
ん
と
す
｡
わ
れ
ら
の
詩

は
古
人
の
詩
を
模
倣
す
る
に
あ
ら
ず
'
わ
れ
ら
の
詩
な
り
'

否
'
わ
れ
ら
一
人
一
人
の
発
明
し
た
る
詩
な
り
｡

こ
の
｢
新
詩
社
清
規
｣
は
無
署
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
寛
の
筆
に
な

る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
見
ら
れ
る
｢
自
我
の
詩
｣
の
意
識
は
'
こ
れ

よ
-
早
-
｢
亡
国
の
音
｣
　
(
『
二
六
新
報
』
明
3
 
7
･
5
･
1
 
0
-
1
 
8
)
　
の

歌
に
師
授
と
い
ふ
も
の
あ
-
'
師
授
は
偶
ま
歌
の
形
体
を
学
ぶ
に

必
要
な
る
の
み
'
歌
の
精
神
に
至
-
て
は
我
れ
直
ち
に
宇
宙
の
自

然
と
合
す
'
何
ぞ
師
授
の
辞
々
を
得
た
む
'
一
呼
一
吸
'
宇
宙
を

呑
吐
す
る
度
量
の
如
き
は
師
と
経
も
護
ら
ざ
る
也
'
此
の
如
-
に

し
て
大
丈
夫
の
歌
は
成
る
｡

に
見
る
こ
と
が
で
き
'
ま
た
､
彼
の
歌
集
『
東
西
南
北
』
　
(
明
2
 
9
･
7
)

の

小
生
の
詩
は
'
短
歌
に
せ
よ
'
新
体
詩
に
せ
よ
誰
を
崇
拝
す
る
に

も
あ
ら
ず
､
誰
の
糟
粕
を
嘗
む
る
に
も
あ
ら
ず
'
言
は
ば
'
小
生

の
詩
は
'
即
ち
小
生
の
詩
に
御
座
候
ふ

と
い
う
一
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

寛
の
個
性
豊
か
な
歌
を
作
ろ
う
と
い
う
情
熱
あ
る
｢
自
我
｣
の
呼
び

か
け
は
､
文
学
の
世
界
で
は
立
ち
遅
れ
て
い
た
和
歌
の
世
界
に
あ
つ
て

は
驚
-
べ
き
新
風
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
､
｢
自
我
の
詩
｣
の
理
念
の
も
と
に
寛
は
『
紫
』
　
(
明
3
4
･

4
)
　
を
'
晶
子
は
『
み
だ
れ
髪
』
　
(
明
3
 
4
･
8
)
を
刊
行
し
て
'
『
明

星
』
は
そ
の
浪
漫
的
歌
風
を
確
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
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1

.

｢
鉄
幹
歌
語
｣
j
j
I
(
十
六
号
･
明
3
･
1
2
)
　
に
お
い
て
彼
は
白
仁
秋

津
の

恋
こ
こ
に
石
と
わ
び
た
る
二
千
年
太
古
ひ
さ
し
-
国
に
歌
な
き

と
い
う
作
を
取
-
あ
げ
て

道
徳
だ
倫
理
だ
と
云
ふ
や
う
な
'
人
為
の
規
則
に
圧
迫
せ
ら
れ
て

い
た
東
洋
の
恋
愛
は
恰
も
化
石
の
や
う
に
冷
い
も
の
に
成
っ
て
ゐ

る
｡
古
来
話
す
べ
き
恋
愛
詩
の
一
大
雄
篇
を
持
た
な
い
国
民
は
'

ま
こ
と
に
寂
参
の
難
に
堪
へ
な
い

と
述
べ
て
い
る
が
'
そ
の
『
み
だ
れ
髪
』
は
､
い
わ
ゆ
る
道
徳
を
押
し

破
っ
て
お
ど
-
出
た
の
で
あ
っ
た
｡

乳
房
お
き
へ
神
秘
の
と
ば
-
そ
と
蹴
-
ぬ
こ
こ
な
る
花
の
紅
ぞ
濃

き
右
の
歌
を
｢
鉄
幹
歌
謡
｣
㈲
(
牙
二
『
明
星
』
牙
二
号
明
3
5
･
2
)
I

は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
｡

何
か
と
思
ひ
悩
み
給
ふ
｡
人
生
の
真
の
意
義
と
や
｡
さ
し
も
の
神

秘
の
帳
そ
と
蹴
-
て
'
今
の
徒
ら
に
詞
多
き
学
者
の
君
を
驚
か
さ

む
｡
見
た
ま
へ
'
此
処
な
る
花
の
-
れ
な
ゐ
濃
さ
は
'
世
に
又
と

な
く
貴
ら
ず
や
｡
恋
は
人
生
の
ま
ば
ゆ
き
花
'
誰
か
口
触
れ
ず
し

て
此
真
の
に
は
ひ
を
罵
る
｡

彼
の
こ
の
よ
う
な
｢
恋
愛
賛
美
｣
の
理
念
の
も
と
に
'
そ
の
浪
漫
的

な
明
星
調
の
歌
は
'
数
々
の
批
難
を
あ
ぴ
つ
つ
も
､
三
十
四
年
後
半
に

は
歌
壇
の
主
流
を
し
め
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

明
星
派
が
主
流
を
し
め
る
よ
う
に
な
-
'
一
派
を
形
成
し
て
よ
う
や

く
円
熟
期
に
入
ろ
う
と
す
る
頃
'
彼
は
同
じ
く
｢
鉄
幹
歌
語
｣
の
銅
の

終
-
に
｢
こ
の
欄
を
仮
-
て
特
に
わ
が
社
友
中
其
々
諸
君
の
一
部
に
'

左
の
規
言
を
呈
す
｣
と
し
て
'
五
項
目
の
規
言
を
掲
げ
て
い
る
｡

‖
省
略

日
次
に
言
ふ
べ
き
は
'
模
擬
襲
蹄
の
流
行
な
-
｡
所
謂
旧
派
の
和

歌
が
文
学
と
し
て
の
価
値
を
失
ひ
'
今
日
の
表
落
を
来
せ
し

は
'
主
と
し
て
造
新
独
絹
の
見
地
な
-
'
思
想
'
用
語
共
に
先

人
の
模
型
を
繰
返
し
て
陳
腐
を
極
め
し
に
由
る
は
諸
君
の
知
ら

る
る
所
｡
而
る
旧
派
打
破
を
以
て
起
ち
た
る
諸
君
に
し
て
'
又

何
ぞ
早
-
当
初
の
意
気
を
喪
ひ
'
旧
派
者
流
の
階
弊
に
陥
ら
む

と
す
る
や
｡

臼
近
時
の
作
概
ね
修
辞
の
複
雑
と
な
-
し
は
著
し
き
進
歩
な
れ
ど

も
'
中
に
注
意
す
べ
き
悪
傾
向
を
云
は
む
に
'
所
合
を
多
か
し

め
む
が
為
め
に
名
詞
の
配
列
多
き
に
過
ぎ
'
又
は
句
法
語
法
の

揖
雑
に
流
れ
'
読
者
の
連
想
を
感
は
し
め
'
甚
し
き
は
無
意
味

没
趣
味
に
終
る
事
｡
次
に
は
何
等
の
用
意
思
慮
も
無
-
'
妄
-

マ
マ

に
無
口
の
名
詞
動
詞
形
容
詞
を
壁
用
L
t
或
は
無
意
味
に
句
法

語
法
を
崎
勘
に
す
る
こ
と
｡
次
に
は
同
一
語
の
屡
々
繰
返
さ
る

る
こ
と
に
し
て
'
例
え
ば
そ
ぞ
ろ
･
運
命
･
と
思
へ
ば
･
ふ
と

惑
ひ
　
(
中
略
)
　
ゑ
に
し
･
絵
師
等
の
字
面
'
一
見
唯
吐
を
催
す

の
感
あ
-
｡

囲
修
辞
は
複
雑
と
な
-
し
も
洗
練
は
甚
だ
足
ら
ず
.
(
中
略
)
多

作
を
避
け
て
成
る
べ
-
精
力
を
一
首
の
上
に
集
む
る
用
意
あ
-
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た
し
｡

㈲
あ
ら
ゆ
る
文
学
美
術
の
上
に
趣
味
の
修
養
を
怠
る
べ
か
ら
ざ
る

は
'
余
の
常
に
云
ふ
所
な
-
0

こ
の
よ
う
な
寛
の
厳
し
い
理
念
に
導
か
れ
つ
つ
『
明
星
』
の
歌
は
次

牙
に
円
熟
味
を
-
つ
て
く
る
｡

し
か
し
'
寛
の
｢
自
我
の
詩
｣
の
理
念
の
も
と
に
道
徳
を
お
し
破
っ

て
'
今
日
の
我
々
か
ら
見
て
も
む
し
ろ
大
胆
な
奔
放
と
思
わ
れ
る
恋
を

詠
ん
だ
い
わ
ゆ
る
｢
明
星
調
｣
の
恋
歌
が
'
そ
の
激
し
さ
に
も
か
か
わ

ら
ず
'
当
時
'
大
旗
風
を
巻
き
起
し
た
ほ
ど
強
烈
な
も
の
を
今
日
の
我

々
に
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
間
を
今
さ
ら
発
す
る
ま
で
も
な
-
寛
は
｢
明
星
調
｣
の
恋
歌
に

欠
如
し
て
い
る
も
の
を
見
抜
い
て
い
た
｡
そ
こ
で
彼
は
明
星
調
の
恋
歌

を
思
想
あ
る
歌
へ
移
行
さ
せ
る
事
を
三
十
六
年
以
降
の
歌
風
円
熟
期
に

お
い
て
開
始
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
昨
年
の
短
歌
壇
｣
　
(
下
)
　
(
『
明
星
』
　
卯
歳
牙
三
号
)
　
に
お
い

て
'
寛
は
次
の
よ
う
な
事
を
語
っ
て
い
る
｡

昨
年
の
短
歌
が
含
む
で
居
る
思
想
の
多
種
と
多
量
な
こ
と
は
'
万

葉
集
以
来
未
だ
見
ざ
る
所
で
あ
る
｡
宗
教
･
哲
学
･
恋
愛
'
文

芸
･
歴
史
･
風
景
'
其
他
種
々
日
常
の
感
触
'
時
事
に
対
し
現
代

の
思
潮
に
対
す
る
反
抗
等
'
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
材
料
と
し
て
綿
々

と
し
て
歌
ひ
得
る
事
を
示
し
た
｡
恋
愛
と
称
す
る
う
ち
に
も
種
々

の
方
面
で
の
恋
愛
で
､
決
し
て
熱
烈
な
1
本
調
子
の
も
の
許
-
で

は
無
い
｡

寛
の
右
の
言
葉
の
ま
ま
に
『
明
星
』
の
思
潮
を
-
み
と
る
事
に
は
疑

問
が
あ
る
｡
し
か
し
'
彼
が
『
明
星
』
に
お
い
て
単
な
る
恋
愛
歌
で
は

な
-
そ
こ
に
思
想
性
を
も
た
せ
る
方
向
に
歌
風
を
む
け
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
十
分
-
み
と
る
事
が
で
き
る
｡
哲
学
的
な
も
の
を
｢
情
｣

の
世
界
に
移
行
さ
せ
る
可
能
性
を
寛
は
｢
涼
揚
茶
話
｣
　
(
『
明
星
』
卯

歳
牙
七
号
)
　
で
述
べ
て
い
る
｡

近
頃
人
生
の
意
義
と
か
死
と
か
の
問
題
が
学
界
の
上
に
行
ほ
れ
ま

す
る
の
は
結
構
な
事
と
思
ひ
ま
す
｡
(
中
略
)
　
『
知
』
の
方
面
か

ら
研
究
し
て
証
惜
し
得
る
な
ら
ば
何
も
云
ふ
事
は
無
い
が
'
今
日

の
哲
学
で
以
て
到
底
解
し
難
い
と
す
れ
ば
'
何
も
失
望
す
る
に
は

当
ら
ぬ
'
更
に
他
の
方
面
か
ら
新
し
い
解
釈
を
試
み
る
べ
き
で
せ

マ
マ

う
｡
『
情
』
に
訴
へ
る
､
即
ち
直
覚
の
霊
悟
と
云
□
方
面
で
は
宗

教
な
-
'
文
学
美
術
な
-
'
音
楽
な
-
'
猶
研
究
の
余
地
が
幾
つ

も
遺
さ
れ
て
あ
-
ま
す
｡

『
明
星
』
創
草
期
の
明
治
三
十
三
年
～
四
年
に
か
け
て
'
一
時
｢
神
｣

を
詠
む
こ
と
が
流
行
し
た
時
期
が
あ
っ
た
｡

打
沈
み
ゆ
く
子
の
す
が
た
何
や
ら
の
神
と
も
見
江
て
秋
の
自
責
な

-
(
通
治
)

わ
が
見
た
る
秋
の
御
神
は
男
神
な
-
紅
葉
か
ざ
し
て
ち
さ
き
太
刀

は
-
(
鉄
幹
)

今
は
行
か
む
さ
ら
ば
と
云
ひ
し
夜
の
神
の
御
裾
さ
は
-
て
わ
が
髪

ぬ
れ
ぬ
　
(
晶
子
)

ち
さ
き
神
も
み
ぢ
に
泣
き
し
た
よ
り
冬
の
み
-
る
ま
鞭
加
は
-
孤

′

　

　

　

　

.

ン

　

　

　

　

■

.

‖

リ

･
･
.
.
.
t
･
>
.
;
]
血
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∵

-

-

げ
r

(
砕
雨
)

は
そ
き
　
-
　
さ
は
云
へ
つ
よ
き
御
こ
ゑ
な
-
重
さ
-
野
に
こ
た
へ

ま
す
神
(
蝶
郎
)

わ
か
き
子
の
と
-
も
老
い
た
る
怨
み
に
と
ゑ
に
し
の
神
の
み
や
し

ろ
こ
ぼ
た
む
　
(
通
治
)

世
の
常
の
そ
し
-
も
つ
子
に
今
日
な
-
ぬ
ゑ
に
し
の
神
の
袖
の
う

ら
み
あ
-
(
鉄
幹
)

牙
十
三
号
の
｢
鉄
幹
歌
語
｣
目
に
取
-
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｢
神
｣
を

詠
っ
た
歌
の
一
部
を
取
-
挙
げ
て
み
た
｡
ま
だ
ま
だ
神
を
詠
っ
た
歌

が
'
こ
の
時
期
に
は
多
-
見
う
け
ら
れ
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
ら
の
｢
神
｣
の
歌
は
多
分
に
浪
漫
的
で
あ
-
'
宗
教

的
'
ま
た
は
哲
学
的
な
｢
神
｣
の
概
念
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た

事
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

寛
が
浪
漫
的
な
歌
か
ら
の
脱
皮
を
図
ろ
う
と
し
た
時
'
哲
学
的
な
も

の
を
目
ざ
し
た
そ
の
発
端
は
す
で
に
『
明
星
』
三
号
に
兄
い
出
す
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
｡
｢
国
詩
評
釈
｣
臼
の
項
で
曙
覧
の
歌
を
取
-
あ

げ
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
｡

ま
の
あ
た
-
今
も
神
世
ぞ
神
な
-
ば
草
木
も
生
ひ
じ
人
も
う
ま

れ
じ

(
前
略
)
僕
は
こ
の
歌
で
粍
気
な
が
ら
も
曙
覧
の
人
生
観
を
窺
ふ

こ
と
が
出
来
た
｡
世
の
俗
詩
人
が
開
花
の
奇
巧
を
得
う
漫
-
に
悟

道
家
の
口
吻
を
学
ぶ
も
の
と
同
一
視
し
て
は
成
ら
ぬ
｡
近
世
の
軽

薄
才
子
で
あ
る
景
樹
や
千
蔭
の
歌
に
は
1
首
も
斯
様
な
哲
学
的
な

も
の
は
な
い
｡

と
大
い
に
そ
の
哲
学
的
傾
向
を
誉
め
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
哲
学
的
傾
向
の
詩
人
に
初
期
か
ら
好
意
を
寄
せ
な
が

ら
'
そ
れ
ら
を
単
に
浪
漫
的
な
も
の
と
し
て
し
か
表
わ
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
良
-
い
え
ば
｢
明
星
派
｣
の
長
所
が
あ
-
'
そ
れ

が
ま
た
最
大
の
短
所
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
社
風
の
中
で
'
与
謝
野
夫
妻
の
共
著
に
な
る
『
毒
草
』

(
明
3
 
7
･
5
)
　
が
刊
行
さ
れ
た
｡
寛
は
そ
の
巻
頭
に
'
こ
の
頃
か
ら
試

み
は
じ
め
た
｢
絶
句
｣
三
十
首
を
記
載
し
て
い
る
｡

ゆ
き
ず
-
に
'
あ
ゝ
た
だ
ひ
と
め
'
そ
れ
も
え
に
し
や
'
あ
ゝ
た

だ
ひ
と
め
星
の
ま
な
ざ
し
.

ほ
な
か

わ
が
恋
は
火
中
の
串
'
か
た
輪
ぐ
る
ま
よ
'
た
だ
に
怨
を
の
せ
て

燃
え
け
る
｡

こ
れ
ら
の
二
首
を
見
て
も
わ
か
る
如
-
'
三
十
三
文
字
に
な
っ
て
い

る
｡
こ
の
新
形
式
短
歌
を
紫
紅
は
｢
そ
の
休
ま
こ
と
に
奇
な
-
と
錐

も
'
こ
れ
鬼
面
人
を
嚇
す
の
類
､
そ
の
実
は
同
じ
-
三
十
｣
字
の
歌
の

み
｣
　
｢
吾
は
む
し
ろ
大
胆
与
謝
野
鉄
幹
君
に
相
応
せ
ざ
る
小
細
工
な
り

と
思
惟
す
｣
　
｢
た
だ
片
視
観
察
者
な
れ
る
我
等
に
は
'
六
字
を
七
字
に

マ
マ

述
ば
し
た
-
と
よ
-
思
は
れ
ざ
る
也
｣
　
等
と
批
難
し
て
い
る
｡
こ
の

『
毒
草
』
は
両
氏
の
必
要
以
上
の
工
夫
の
も
と
に
出
版
さ
れ
た
事
が
十

分
読
者
に
伝
わ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
恐
ら
-
寛
が
期
待
し
た
と
思
わ

れ
る
『
み
だ
れ
髪
』
的
旋
風
を
再
現
す
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
の

理
由
の
才
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
'
新
詩
社
を
は
じ
め
寛
の
歌
論
意
識
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が
思
想
的
､
哲
学
的
に
傾
い
て
き
た
と
思
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

そ
の
歌
論
の
実
践
が
功
を
奏
し
て
い
な
い
事
で
あ
る
｡

よ
ろ
こ
び
は
千
載
に
い
-
夜
'
願
ふ
は
ひ
と
夜
'
あ
ま
さ
口
づ
け

あ
～
君
こ
の
夜
｡

山
駕
寵
に
牡
丹
そ
め
た
る
緋
遊
禅
京
の
講
者
も
逢
ふ
高
野
遺

臣
捷
た
ば
長
白
の
北
五
寓
里
を
妻
が
香
る
湯
の
料
に
と
奏
せ

右
の
三
首
は
'
『
毒
草
』
中
の
寛
の
歌
の
中
で
'
紫
紅
が
評
の
対
象

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
特
に
｢
山
駕
寵
に
牡
丹
そ
め
た
る
｣
等

は
へ
紫
紅
が
｢
絶
唱
｣
と
評
し
て
い
る
歌
で
あ
る
｡

こ
の
代
表
的
三
首
の
い
ず
れ
に
我
々
は
寛
の
思
想
を
兄
い
だ
す
事
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡
む
し
ろ
'
ま
だ
初
期
に
成
立
さ
せ
た
　
｢
明
星

調
｣
が
'
そ
の
歌
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
の
を
感
じ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡

事
実
'
こ
の
『
明
星
』
中
期
に
お
い
て
は
'
『
明
星
』
歌
壇
は
確
か

に
1
派
の
確
立
を
な
し
得
て
円
熟
期
に
入
る
の
で
あ
る
が
'
寛
白
身
に

は
明
ら
か
に
沈
滞
の
色
が
見
え
は
じ
め
へ
発
表
歌
の
な
い
号
も
見
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

｢
自
我
の
詩
｣
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
に
｢
個
性
｣
を

重
ん
じ
た
歌
を
作
る
事
を
歌
壇
に
も
ち
込
み
'
近
代
短
歌
の
改
革
者
の

道
を
歩
ん
だ
彼
は
'
｢
自
我
の
詩
｣
の
理
念
の
も
と
に
開
花
し
た
自
由

奔
放
な
恋
愛
歌
の
円
熟
の
次
に
'
何
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
は
そ
の

洞
察
力
を
も
っ
て
見
ぬ
い
て
い
た
事
は
事
実
で
あ
っ
た
｡
彼
が
｢
思

想
｣
を
歌
の
中
に
挿
入
す
る
事
の
重
要
性
'
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
事

は
'
先
に
引
用
し
た
｢
歌
語
｣
か
ら
み
て
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

し
か
し
'
『
毒
草
』
に
あ
ら
れ
れ
た
寛
の
歌
に
は
先
に
も
述
べ
た
如

く
思
想
性
を
兄
い
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
寛
は
す
で
に
先

の
｢
昨
年
の
短
歌
壇
｣
　
(
下
)
　
に
お
け
る
結
び
で
｢
新
詩
社
に
も
社
外

に
も
新
進
の
才
人
が
次
牙
に
頭
角
を
露
は
さ
か
ゝ
今
日
と
成
っ
て
は
,

生
の
如
き
は
只
管
諸
才
人
の
暁
に
附
し
て
'
新
派
和
歌
大
成
の
盛
観
を

望
む
事
を
栄
誉
と
す
る
者
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
頃
か
ら
す

で
に
寛
は
'
改
革
者
と
し
て
の
道
を
後
退
し
っ
～
あ
つ
た
と
み
て
き
し

つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
『
明
星
』
中
期
に
お
い
て
は
'
寛
は
ま
だ
｢
新
詩
社
｣
の

社
友
を
率
い
て
い
-
力
は
十
分
に
保
持
し
て
い
た
｡
そ
し
て
彼
の
指
導

理
念
も
'
改
革
者
の
信
条
の
も
と
に
買
ぬ
か
れ
た
強
敬
な
も
の
で
あ
っ

た
｡
そ
れ
は
｢
滞
鞭
｣
　
(
『
明
星
』
午
歳
牙
八
㌧
九
㌧
十
号
連
載
)
　
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
｢
『
伶
人
』
を
笑
う
｣
　
(
申
)
　
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る

次
の
八
箇
条
を
み
て
も
明
白
な
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

牙
1
と
し
て
'
謙
遜
に
な
る
事
を
挙
げ
て
い
る
.

詩
人
は
一
生
真
面
目
で
居
-
'
謙
遜
で
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
詩
人

の
理
想
は
無
量
無
辺
際
だ
'
然
る
に
少
し
で
も
満
意
政
志
の
心
が

蔚
し
て
は
'
進
歩
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
｡
他
人
の
忠
言
も
耳
に
入

ら
ぬ
｡
古
今
の
詩
人
の
長
所
美
所
も
目
に
附
か
ぬ
｡

牙
二
は
'
抱
負
を
大
に
す
る
事
と
し
て
い
る
｡

詩
を
作
る
か
ら
に
は
'
よ
し
出
来
な
い
ま
で
も
'
努
力
し
て
牙
一

流
の
詩
人
に
成
ら
う
､
千
古
の
絶
唱
を
退
き
う
と
心
掛
や
う
で
は
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無
い
か
｡

牙
三
と
し
て
'
日
本
語
を
研
究
す
る
事
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
の
才
三

の
中
で
は
特
に
技
巧
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
の
み
を
次
に
抜
琴
し

て
み
る
｡

世
に
は
技
巧
と
云
ふ
事
を
'
唯
だ
優
し
い
'
美
し
い
'
華
や
か

な
'
又
は
流
暢
な
詞
を
並
べ
た
'
云
は
ゞ
造
-
花
の
如
き
物
を
云

ふ
と
心
得
て
居
る
人
の
あ
る
の
は
迷
惑
だ
｡
何
も
優
麗
な
詞
ば
か

-
と
は
限
ら
ぬ
'
平
明
な
詞
'
粗
撲
な
詞
､
雄
健
な
詞
に
せ
よ
'

僅
語
'
方
言
'
俗
語
に
せ
よ
'
其
の
一
々
の
詞
の
特
色
や
価
値
を

飲
込
ん
で
無
学
な
為
め
で
無
-
'
間
に
合
わ
せ
で
無
-
物
数
奇
で

無
く
'
必
ず
用
ゐ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
適
当
に
用
ゐ
て
､
一
篇
の

文
と
し
て
'
一
首
の
詩
と
し
て
'
最
も
面
白
-
'
最
も
有
効
完
全

に
'
詩
人
の
思
想
感
情
を
発
表
す
る
の
が
'
夫
れ
が
技
巧
と
云
ふ

も
の
で
あ
る
｡

牙
四
に
は
'
常
識
を
養
う
事
を
挙
げ
て
い
る
｡

牙
五
に
は
'
古
今
の
文
学
を
読
み
味
う
事
を
挙
げ
て

古
今
の
文
学
書
を
一
通
-
渉
猟
し
て
'
思
想
'
感
情
'
趣
味
'
技

巧
等
の
面
白
さ
な
-
'
沿
革
な
-
を
心
得
よ
と
勧
告
す
る
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
寛
は
特
に
こ
の
方
面
に
は
'
年
少
の
頃
よ
-
力
を
入

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

牙
六
に
は
'
他
の
学
問
へ
技
芸
'
社
会
状
態
等
に
通
じ
る
こ
と
と
し

て
い
る
｡
そ
れ
は
『
明
星
』
牙
一
号
の
巻
頭
の
言
の
主
旨
と
何
ら
変
化

す
る
と
こ
ろ
が
な
い
事
は
注
目
に
値
い
す
る
｡

.

L

 

l

､

.

-

　

.

-

.

　

I

 

I

.

 

･

.

 

-

/,

牙
七
は
'
神
経
を
鋭
敏
に
す
る
事
を
記
し
て
い
る
｡

牙
八
は
'
観
察
を
微
細
に
す
る
事
と
し
て
'
次
の
様
に
記
し
て
い

る
｡

旅
行
を
し
て
も
'
読
書
を
し
て
も
'
何
事
に
触
れ
て
も
'
観
察
が

微
細
で
無
-
て
は
'
何
事
も
判
断
を
誤
る
｡
又
こ
ま
や
か
な
感
情

や
思
想
や
趣
味
が
解
ら
な
-
な
る
｡
神
経
が
鋭
敏
で
'
空
想
が
豊

か
で
も
'
物
事
の
観
察
が
粗
雑
で
は
'
そ
の
空
想
は
独
よ
が
-
に

成
る
｡

以
上
の
八
箇
条
は
'
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
｢
『
伶
人
』
を
笑
ふ
｣
で
す

で
に
明
ら
か
な
如
-
'
薫
園
の
歌
集
に
対
す
る
噛
笑
文
の
中
に
出
て
来

る
も
の
で
あ
-
'
薫
園
に
対
す
る
忠
告
の
如
き
形
式
を
と
っ
て
は
い
る

が
'
こ
れ
ら
八
項
目
は
､
一
般
作
歌
者
へ
の
忠
告
で
も
あ
っ
た
わ
け
で

あ
-
'
ま
た
寛
の
常
に
変
ら
ぬ
作
歌
の
根
本
精
神
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
｡

『
明
星
』
も
明
治
四
十
年
に
入
っ
た
頃
に
は
'
す
で
に
展
開
さ
れ
始

め
て
い
た
自
然
主
義
文
学
運
動
が
非
常
な
勢
い
で
文
学
の
世
界
に
押
し

寄
せ
て
い
た
｡
こ
の
文
学
運
動
に
対
し
て
､
沈
滞
し
て
い
た
寛
の
意
識

は
再
び
燃
え
あ
が
っ
た
｡
彼
は
明
治
四
十
年
十
二
月
号
で
｢
『
明
星
』

を
刷
新
す
る
に
就
て
｣
と
い
う
大
宣
言
を
行
っ
た
の
で
あ
る
｡

文
壇
'
何
な
れ
ば
爾
か
-
閑
人
の
多
き
ぞ
'
又
何
な
れ
ば
爾
か
く

惰
気
瀦
漫
す
る
｡
見
よ
'
無
益
な
る
自
然
主
義
の
論
義
に
日
を
消

す
る
諸
君
'
そ
こ
に
も
'
彼
処
に
も
｡
又
見
よ
'
性
欲
の
挑
発

と
'
安
価
な
る
涙
と
を
以
て
流
俗
に
姫
ぶ
る
'
謂
ゆ
る
自
然
派
の
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悪
文
小
説
は
市
に
満
つ
｡
想
ふ
に
'
彼
等
'
人
と
し
て
統
一
的
自

覚
な
-
､
文
人
と
し
て
天
成
乏
し
く
'
甚
だ
空
想
と
情
熱
と
詞
藻

と
を
欠
き
'
古
代
文
芸
の
修
養
浅
-
'
は
た
'
社
会
競
争
の
苦

闘
よ
り
未
だ
心
上
の
鍛
錬
を
嘗
め
ざ
る
平
凡
の
徒
が
'
偶
ま
意
に

平
凡
な
る
安
堵
の
地
を
見
出
で
て
'
姑
し
く
落
居
せ
む
と
す
る
も

の
か
｡
詩
歌
の
浄
域
も
亦
漸
-
彼
等
が
跳
舞
の
場
た
ら
ん
と
す
｡

あ
ゝ
我
等
､
不
敏
と
維
'
此
際
に
努
力
せ
ざ
る
ぺ
け
む
や
｡
『
明

星
』
は
来
る
新
年
号
以
下
'
社
外
先
覚
の
熱
烈
な
る
助
成
と
'
社

中
同
人
一
層
の
刻
苦
精
励
と
を
以
て
､
一
大
刷
新
を
加
へ
'
文
芸

の
大
道
に
一
個
の
標
石
を
建
て
む
こ
と
を
期
す
.

寛
は
右
の
如
き
反
自
然
主
義
宣
言
を
行
い
,
真
向
か
ら
こ
の
新
主
義

に
対
抗
し
て
行
こ
う
と
す
る
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
｡
『
明
星
』
草

創
期
に
お
け
る
改
革
者
の
姿
が
再
現
さ
れ
た
か
に
見
え
た
こ
の
大
宣
言

は
'
し
か
し
意
外
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
宣
言
を
契
機
と
し
て
t
 
t
今
や
『
明
星
』
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
な
い
吉
井
勇
'
北
原
白
秋
'
太
田
正
雄
､
深
井
六
川
'
長
田
秀
雄
'

長
田
幹
彦
'
秋
庭
俊
彦
等
が
脱
退
し
た
の
で
あ
る
｡
明
治
四
十
一
年
二

月
号
の
｢
社
告
｣
に
そ
の
脱
退
が
つ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

寛
が
時
代
の
主
義
'
思
想
に
順
応
せ
ず
'
彼
自
身
の
意
見
を
通
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
'
寛
の
歌
論
は
も
は
や
彼
等
を
ひ
き
と
め
て
お
く
だ

け
の
魂
力
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
｡

そ
の
事
は
『
明
星
』
を
刷
新
し
よ
う
と
し
た
当
時
彼
が
持
っ
て
い
た

歌
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
れ
ば
明
白
な
と
こ
ろ
で
あ

る
｡

明
治
四
十
一
年
四
月
号
か
ら
九
月
号
に
か
け
て
'
寛
は
｢
歌
語
｣
を

連
載
す
る
が
'
そ
の
序
文
の
一
部
を
次
に
抜
率
し
て
み
る
｡

万
葉
集
､
古
今
集
､
新
古
今
集
は
余
の
最
も
感
化
を
受
け
た
古
歌

集
で
あ
る
が
'
中
に
も
万
葉
集
は
今
日
と
経
も
之
を
披
-
毎
に
新

し
い
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
砂
-
な
い
｡
世
に
は
万
葉
集
に
あ
る

詞
づ
か
ひ
を
模
擬
し
て
早
-
も
歌
の
真
髄
を
得
た
-
と
す
る
人
々

を
見
受
け
る
が
'
何
ぞ
知
ら
む
'
其
れ
は
万
葉
集
の
形
骸
を
抱
い

て
喜
ぶ
人
々
で
あ
る
｡
又
万
葉
集
の
撲
実
簡
古
な
る
一
部
の
み

を
伝
へ
て
'
そ
の
複
雑
多
様
な
る
他
の
大
部
分
を
閑
却
し
て
居
る

人
々
も
あ
る
｡
余
は
最
初
か
ら
万
葉
集
の
形
骸
を
措
い
て
'
其
の

自
由
に
如
何
な
る
自
然
を
も
歌
は
う
と
す
る
豊
富
な
る
同
情
と
'

我
国
固
有
の
感
情
の
上
'
外
来
の
印
度
思
想
支
那
思
想
を
喜
ん
で

吸
収
消
化
し
た
る
積
極
的
態
度
と
を
学
ぼ
う
と
心
掛
け
た
｡
新
詩

社
の
歌
の
発
展
し
行
く
有
様
を
見
れ
ば
言
う
迄
も
な
-
万
葉
集
の

真
精
神
が
土
台
を
成
し
て
居
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
万
葉

集
の
代
表
的
作
者
は
皆
当
時
の
革
新
派
で
あ
る
､
善
さ
意
味
の
ハ

イ
カ
ラ
詩
人
で
あ
る
｡
今
日
の
歌
壇
の
保
守
派
諸
氏
が
考
へ
る
や

う
な
隠
居
じ
み
た
も
の
で
は
無
い
｡
余
は
此
意
味
に
於
て
特
に
万

葉
集
を
尊
重
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
序
文
を
読
む
時
'
ま
ず
我
々
の
念
頭
に
浮
ん
で
-
る
の
は
『
明

星
』
牙
三
号
(
明
3
 
3
･
6
)
　
の
｢
歌
壇
小
観
｣
に
お
け
る
寛
の
次
の
言

葉
で
あ
る
｡
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今
は
歌
人
と
新
体
詩
人
と
を
区
別
す
る
要
を
認
め
ぬ
｡
我
々
は
清

新
な
る
長
歌
即
ち
新
体
詩
を
作
る
と
共
に
'
又
1
万
に
は
短
形
な

る
新
体
詩
即
ち
短
歌
を
作
る
の
で
あ
る
｡
万
葉
集
を
祖
述
す
る
で

も
な
い
｡
真
淵
や
景
樹
の
継
承
者
と
云
ふ
で
も
な
い
｡

そ
し
て
ま
た
'
『
明
星
』
牙
六
号
(
明
3
3
･
9
)
　
の
｢
新
詩
社
清
規
｣

十
四
条
中
の
次
の
一
項
で
あ
る
｡

二
わ
れ
ら
の
詩
は
国
詩
と
称
す
れ
ど
も
へ
新
し
き
国
詩
な
-
0

明
治
の
国
語
な
-
｡
万
葉
集
古
今
集
の
系
統
を
脱
し
た
る
国
詩
な

.]

h
ソ
0

こ
の
八
年
の
歳
月
の
間
の
寛
の
『
万
葉
集
』
に
対
す
る
変
遷
は
一
体

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
の
関
心
は
明
ら
か
に
'
か
か
る
伝

統
的
な
面
へ
移
行
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
は
そ
の
移
行
を
｢
今

日
の
歌
壇
の
保
守
派
諸
氏
が
考
へ
る
や
う
な
隠
居
じ
み
た
も
の
で
は
な

い
｣
と
弁
明
す
る
｡

し
か
し
'
｢
新
詩
社
清
規
｣
に
よ
る
そ
の
新
鮮
味
に
お
い
て
'
常
に

『
明
星
』
を
率
い
て
き
た
寛
の
歌
論
の
こ
の
よ
う
な
変
遷
は
'
す
で
に

『
明
星
』
の
運
命
を
決
定
的
な
も
の
と
し
て
い
た
｡

『
明
星
』
は
明
治
四
十
一
年
十
一
月
'
百
号
記
念
特
集
号
と
銘
う
つ

て
'
二
百
四
十
九
貢
に
わ
た
る
大
冊
を
刊
行
L
t
八
年
八
カ
月
に
わ
た

る
そ
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
-
つ
つ
終
刊
+
)
な
-
'
寛
は
彼
独
自
の
意
に

よ
る
発
表
の
場
を
失
っ
た
の
で
あ
る
｡

寛
の
歌
業
は
､
こ
の
『
明
星
』
終
刊
と
共
に
終
-
を
つ
げ
る
わ
け
で

は
な
い
が
'
常
に
『
明
星
』
と
共
に
あ
っ
た
彼
の
歌
論
は
'
『
明
星
』

終
刊
と
同
時
に
一
応
幕
を
と
じ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思

^
フ
.

注
'
『
明
星
』
六
号
'
七
号
(
明
3
3
･
9
-
1
0
)
　
に
は
『
鉄
幹
歌

語
』
　
(
十
月
一
日
出
版
･
定
価
金
甘
五
銭
･
新
語
社
)
　
と
い
う
書

の
刊
行
広
告
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
'
実
際
に
は
刊
行
の
は
こ
び

に
な
ら
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
｡
従
っ
て
鉄
幹
の
歌
論
書
は
一
冊

も
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
｡
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