
白

人
生
に
は
や
は
り
思
い
が
け
な

ロ
い
こ
と
が
多
い。
多
忙
な日
常
の

月
合
間
を
縫っ
て、
こ
の
とこ
ろ
私

5
は、
郷
里
の
信州
松
本
に
帰
省
す

ι
る
週
末
が
続
い
て
い
た。
六
月
初

仰
旬
に二
十三
回
患
を
迎
え
る
父が

1
生
涯
か
け
て
書
き
残
し
た
膨
大
な

nud
 

刊
量
の
日
記
を、
その
日
ま
で
に
な

伊
ん
と
か
読
み
終
え
よ
う
と
決
意
し

服
た
か
ら
で
あ
る。
その
折
の
こ
の

期
四
月二
十二
日
の
日
曜
日
の
こ
と

東
で
あっ
た
が、
私
は
つ
い
に
わ
が

『
家
の
祖
先
の
墓
を
探
し
当
て
た。

こ
ん
な
書
き
方
を
す
る
と、
い
さ

さ
か
奇
異
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

が九
そ
れ
に
は
若
干
の
理
由
が
あ

る。墓
石
の
な
い
古
い
位
牌

私の
家
系
は、
松
本
藩
の
大
名

の
万
を
打つ
殿
鍛
冶
（
と
の
か

じ）
と
い
わ
れ
た
万
工
ら
し
く、

わ
が
家
に
は
当
時
の
「
御
用」
の

看
板
も
残っ
て
い
る。
明
治
初
年

以
来
の
累
代
の
墓
も、
松
本
市
の

中
心
を
流
れ
る
女
鳥
羽
川
〈
め
と

ば
が
わ）
に
面
し
た
大
松
寺
に
六

基
残っ
て
お
り、
わ
が
家
は
松
本

地
方の
曹
洞
宗
の
名
門・
全
久
院

の
檀
家
で
も
あ
る。
従っ
て、
二

つ
の
お
寺
に
お
世
話
に
なっ
て
い

る
の
だ
が、
わ
が
家
に
は、
墓
石

の
な
い
古
い
位
牌
が
伝
え
ら
れ
て

き
て
い
た。

っ
て
い
た
と
い
う
の
で、
私
は
数

年
前
の
夏、
念
来
寺
を
訪
ね
て
探

し
た
こ
と
も
あっ
た
が、
や
は
り

見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
かっ

た。廃
仏
接
釈
で
徹
底
破
壊

緑
青
（
ろ
く
し
よ
う）
の
色
の

瓦
が
苔
む
し
た
念
来
寺
鐘
楼
は、

の
児
町
で
大
相
場
師
に
な
り、
し

か
も
多
く
の
人
び
と
に
慕
わ
れ
て

い
な
ぎ
り
暴
落
の
た
め
劇
的
な
切

た
全
久
院
の
跡
に
は、
今
日、
日

本
教
育
史
に
名
高
い
開
智
学
筏
か

建
ち、
念
来
寺一
の
境
内
に
は、
蚕

糸
業の
本
山・
片
倉
製
糸の
松
本

工
場
と
その
倉
庫
が
出
来
た
の
で

あっ
た。

た
ま
た
ま
あ
る
偶
然か
ら
わ
が

家
の
速
い
親
戚
筋
の
古
老
が
中
嶋

家
祖
先の
位
牌の一
部
を
保
存
し

て
い
る
ら
し
い

こ
と
を
知
り、

その
日
私
は

その
S
家
を
訪

ね
た
の
で
あっ

た。
す
る
と
ど

う一
午つ
う、
S

家
に
は
獅
子
文

父
は、
ご
く
幼
少
の
頃、
わ
が

家
の
墓
地
の
あ
る
大
松
寺
に
隣
接

す
る
や
は
り
女
鳥
羽
川
畔
の、
い

ま
は
荒
れ’
は
て
た
鐘
楼
の
み
を
残

す
魔
寺・
念
来
寺
の
墓
に
祖
先
を

詣
で
た
記
憶
が
あ
る
ら
し
く、
な

ん
と
か
そ
れ
を
探
し
出
そ
う
と
し

て、
つ
い
に
果
た
せ
な
い
で
い
る

様
子
を
日
記
に
綴っ
て
い
る。
そ

の
こ
と
を
父
は
生
前、
母
に
も
語

中

白鳥

嶺

雄

も
う四
百
年
近
い
蔵月
を
経
て
い

る
と
の
こ
と
で、
明
治
初
年の
魔

仏
盟
釈
（
は
い
ぷ
っ
さ
しゃ
く）

の
折
に、
全
国
で
も
もっ
と
も
徹
：

底
的
に
寺
が
打
ち壊
さ
れ
た
地
域

の一
つ
だ
と
い
う
旧
松
本
藩
最
古

の
仏
教
文
化
財
で
あ
る。
当
時
は
六
の
小
説「
大
番」
の
登
場
人
物

同
じ
女
鳥
羽
川
畔
の
町
中
に
あつ
で
松
本
寄
り
上
京
し
て
明
治
後
期

ま
で
遡
れ
る
わ
が
家
の
祖
先の
庫

裏
（
く
り）
位
牌
が
あっ
た。
そ

の
古
老の
案
内
で
念
来
寺
を
訪
ね

騒
を
遂
げ
た
と
い
う、
わ
が
家
の

三
代
前
の
分
家
筋
の
中
嶋
慶
次
郎

の
位
牌
と
と
も
に、
江
戸
中
期一

七
0
0
年
代
前
半
の
寛
保
時
代
に

る
と、
＝一
基の
う
ち一
基
は
も
う

大
分
傾
い
て
は
い
た
が、
文
化、

文
政
か
ら
弘
化、
嘉
永
を
経
て
明

治
に
い
た
る
わ
がJ
棄
の
墓
有
か

峰

「
中
嶋」
の
姓
も
くっ
き
り
と
現

存
し
て
い
る
で
は
な
い
か。

つ
い
に
見
つ
け
出
し
た

こ
う
し
て
私
は
父
の
命
日
を
前

に、
七
十二
歳
で
没
し
た
弐か
そ

の一
生の
う
ち
に
つ
い
に
見つ
け

るこ
と
の
出
来
な
かっ
た
わ
が
家

の
祖
先の
明
治
以
前
の
代
の
慕

を、
現
在
の
わ
が
家
の
墓
所
の
近

く
に
発
見
し
た
の
で
あっ
た。

そ
ぼ
降
る
雨
の
中
で
私
は、
時

の
流
れ
に
抗
（
あ
ら
が）
っ
て
残

っ
て
い
た
わ
が
祖
先の
墓
石
を
あ

か
ず
眺
め
て
い
た。
聞
く
とこ
ろ

に
よ
る
と、
念
来
寺
の
無
縁
仏

は、
近
く
整
理奇
抗
る
予
定
だっ

た
と
い
う。
そこ
ひ
り
早
え
る
片

倉
製
糸
の
跡
地
は、
い
ま、
大
き

な
ス
ーパ
ー
マ
ー
ケッ
ト
に
なっ

て
い
て、
速
く
背
後
に
見
え
か
く

れ
す
る
鉢
伏
山
（
は
ち
ぶ
せ
や

ま）
に
は
ま
だ
春
雪
が
か
な
り
残

っ
て
い
た。
（
東
京

外語大教
授・

国

際関係
論、
絵
も）
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[!'.fi.j三己の：：：
録
と
なっ
て
い
て、
一
度
生
死
の

は
ざ
ま
を
さ
ま
よっ
た
と
き
の
記

述
な
ど
は、
その
リ
ア
ル
な拍
写

に
圧
倒
さ
れ
る。

死
の一
年
半
前
の
昭
和
四
十一

年
十二
月
に
は、「
こ
の
臼
記
わ
れ

の
ち
に
公
表
去
るこ
と
を
意
識

し
て
書
き
残
す
か
も
し
れ
ない。

し
か
し、
そ
の
よ
う
な
脳
会
も
あ

ろ
う
は
ずの
ない
父
が、
な
ぜ
か

く
も
律
儀
に
日
記
申告
綴
りつ
づ
け

た
の
で
あ
ろ
う
か。

の
唯一
の
命
と
す」
と
い
う
句
も

日
記
の
端
に記
さ
れ
て
い
る
が、

と
も
か
く
約
四
十
年
に
も一日一
（
わ

た）
っ
て
毎
日
こ
れ
だ
けの
日
記

を
書
きつ
づ
け
た
その
志
に
は、

わ
れ
な
が、伊
吹
服
せ
ざ
る
を
得
な

い。
政
治
家
や
文
士
な
ら
日
記
が

父
の
日
記
を
読
み
す
す
め
て
ゆ

く
う
ち
に、
そ
れ
は
他
で
も
な

く、
自
分の
息
子、
つ
ま
りこ
の

私
に
残
し
た
も
の
で
あ
るこ
と
が

判
然
と
し
た。
そ
の
私
が
も
し
も

こ
の
ま
ま
父
の
日
記
を
読
ま
な
け

れ
ば、
強
い
志
に支
え
ら
れ
た一

個の
精
神
史
が
お
そ
ら
く－氷
速
に

閣
に
消
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と

思っ
た
と
き、
私
は
あ
る
種
の
使

命
感
に
追
い
た
て
ら
れ
な
が
ら、

父
の
日
記の
完
読
を
決
意
し
た
の

で
あっ
た。

私のヴァイオリン

思
わ
ず
た
じ
ろ
い
だ

そ
の
父
は、
白
記
の
随
所
で
あ

ふ
れ
る
ば
か
り
の
愛
情
を
私
に
注

い
で
く
れ
て
い
るの
だ
が、
その

父
に
し
て、
昭
和
十
九
年
七月
七

日
のペ
i
ジ
で
は、
「
支
那
事
変

発
生
よ
り
七
周
年、－i
i
や
が
て

は
嶺
雄
も
召
さ
れ
て
征
く
日
が
く

る。
サ
イパ
ン
島、
小
笠
原
島
ま

で
敵
は
進
攻
し
て
来
て
ゐ
る。
」

と
書
い
て
い
る。
こ
の
父
に
し
て

号つ
畜か
し
め
た
戦
時
下
の
父
の

心
理
と
その
非
情の
筆
致
に
私
は

一
瞬
ギ
ク
リ
と
し、
思
わ
ず
た
じ

ろ
い
だの
で
あっ
た。

（
草原
外語
大教
授・
国際
関

係
論、
絵も）



日

柳
紫
舞
ふ
河
岸
を
ゆ
く
な
り
蕨

6

売
り

晴
陽

月
（『
共
同
句
集
す
が
が
き』
よ
り）

5

右の
句
は、
私の
父
が
昭
和
九

年
年
頃
に
女
鳥
羽（
め
と
ば）

川畔

仰
の
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る。

1
信
州
松
本
は
周
知
の
よ
う
に
北
ア

叫
ル
プ
ス
山
麓の
城
下
町
で、
現
在

タ
も
市
の
中
心
に
は
女
鳥
羽
川が
流

聞
れ
て
い
る
が、
柳
紫（
りゅ
う
じ

持
よ）
が
舞
い、
蕨（
わ
ら
び）
売
り
の

取
呼
び
声
が
聞
こ
え
る
と
いっ
た
長

『
閑（の
ど
か）
な
風
情
か
ら
は
程
遠

ぃ。
そ
れ
で
も
子
供の
頃
に
は、

河
岸の
縄
手
通
り
に
大
道
商
人
が

立
ち
並
び、
一沓
貝
師
（
や
し）
が

大
声
で
客
を
集
め
て
い
た
り
し

て、
四
回の
山
並
み
と
と
も
に、

俳
句
の
題
材
に
は
事
欠
か
な
い
環

境
で
あっ
た。

気
に
か
か
っ

て
い
る

私
は、
俳
句
に
は
素人
で
あ
る

け
れ
ど、
子
供の
頃
か
ら
可
愛
が

っ
て
い
た
だ
い
た
父
の
俳
句
の
師

で
あ
る
松
村
巨
淑
先
生
の
こ
と

が、
ずっ
と
気
に
か
かっ
て
い

る。
わ
が
家
に
も
し
ば
し
ば
来訪

さ
れ
た
巨
減
先
生
の
色
紙
や
短
冊

が
数
多
く
残っ
て
い
る
か
ら
か
も

し
れ
な
い
が、
ど
う
も
そ
れ
だ
け

で
は
な
売累』
う
で
あ
る。

松
村
巨
減（一
八
九
五
l一
九

図
女
工
と
し
て
句
作
を
始
め、
進
印
象
に
残つ
て
は
い
た
が、
な
ん

駐
軍
相
手の
娼
婦
は
た
ま
た
黒
人
と
いっ
て
も
巨
減
先
生
は、
言
語

兵
に
心
を
捧
げ
る
と
い
う
生
活
を
表
現
（
俳
句
の「
格」）
を
と
こ
と

送っ
て
い
た
と
い
う
が、
処
女
句
ん
ま
で
つ
ぎ
つ
め
て
彫
琢（
ち
ょ

集
『
春
雷』
（
羽
生
書
房、
昭
和
う
だ
く）
し
た
俳
人
で
あっ
た。

二
十一
年）
で
欝
星
の
よ
う
に
登

私
の
父
や

場
し、
父
も
最
嵩
幹
部
同
人
の一
「
樹
海」
草
創

人
で
あっ
た
巨
激
主
宰の
俳
誌
期の
同
人
は、

「
樹
海」
に
集
う
父
の
よ
う
な
叙
巨
椴
編
の
『
現

六
三）
とき一
っ
て
も、
今
日
の
俳

壇
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た

存
在
で
あ
ろ
っ。
『
現

代俳句
大

辞
典』
（
明
治
書
院）
な
ど
を
播

（
ひ
も
と）
い
て
み
て
も、
二対

三
の
句
と
異
色
の
女
流
俳
人・
鈴

木
し
づ
子
を
生
ん
だ
こ
と
ぐ
ら
い

し
か
記
さ
れ
て
い
な
い。
た
し
か

に、
鈴
木
し
づ
子
は、
戦
後、
製

中

自島

景・
持
情
型
の
同
人
の
あ
い
だ

を、
人
間
中
心の
リ
ア
リ
ズ
ム
を

もっ
て
風
の
ご
と
く
す
り
ぬ
け、

再
び
消
息
を
絶っ
て
し
まっ
た。

巨
撤
先
生
は
彼
女
を
大
変
可
愛
が

っ
て
お
り
れ
た
よ
う
で
あ
る。

こ
ん
なこ
と
も
子
供
心の
私
の

雄

I I��匠・巨淑先生 ｜ 

嶺
代
俳
句
表
現
辞

典」
（
資
文
堂、

昭
和
三
年）
に
導
か
れ
て
その
門

を
た
た
き、
初
期の
俳
誌
「
清
一陣

集」
（
父
は一
時
その
編
集
発
行

人
で
あっ
た）
に
集
い、
の
ち
に

東
京・
田
端の
巨
減塾
に
参
じ
た

門
弟
で
あっ
た。
父
の
手
許
に
残
い
く」
つ
ま
り
多
音
数
律。
や

さ
れ
た
昭
和
三
年
刊の
「
石
楠
白
多
思
惟
俸。
と
いっ
た
散
文の
よ

選
句
集』
に
は、
「
薄っ
ぺ
ら
な
う
な
分
か
ち
書
き
の
晦
渋
な「
は

裁
ち
切
り
の
短
冊の
よ
つ
な
句」
い
く」
へ
と
発
展
し
て
いっ
た
の

「
醇
化
（
じゅ
ん
か）
の
足
り
な
で
あ
ろ
う。

い
想
念」
と
いっ
た
巨
減
先
生
の

父
を
含
め
て
巨
獄
門
下
の
同
人

達
筆の
朱の
書
き
、会4
が
随
所
に
た
ち
は、
師
の
タ
俳
句
革
命。
に

残っ
て
い
て、
当
時
か
ら
巨
瀬
先
戸
惑
い、
周
囲の
数
少
な
い
門
弟

生
は
その
師・
臼
田
亜
浪
躍
下
の
や
井
本
農一
氏
らの
若
干の
俳
友

「
石
楠」
一
門
の
作
風
に
は
か
な
を
例
外
と
し
て、
次
々
に
巨
撒
先

り
批
判
的
で
あっ
た
よ
う
で
あ
生
の
許
を
去っ
て
行っ
た。
音
韻

透。
こ
れ
が
巨
減
晩
年
の
「
格
は
論
や
意
味
論
に
ま
で
手
を
染
め
ら

（版画）

れ
た
晩
年の
巨
撒
先
生
を
私
は
知

っ
て
い
る
け
れ
ど、
今
は
亡
き
俳

人・
楠
本
懸
吉
氏
が「
すべ
て
が｝

投
げ
打
つ
精
神
で、
と
に
か
く
こ

こ
ま
で
来
た」
（
『
俳
句
苑』
巨

減
追
悼
号、
昭
和
四
十
年八
月）

と
運べ
て
い
た
の
は、
精一
杯の

巨
枇
擁
謹
論
で
あっ
た
ろ
う。

清
貧
の
生
涯
閉
じ
る

東
京
浅
草
に
生
ま
れ、
大
阪
の

薬
屋
に
奉
公
し
た
の
ち、
俳
句
を

志
し
て
上
京、
い
か
な
る
定
職
に

就
く
こ
と
も
な
く
俳
句一
筋
に
生

き
た
巨
減
免
生
は、－
ち
し
て
孤

立
無
援
の
な
か
で、
間
借
り
住
ま

い
の
清
貧
の
う
ち
に、
ま
さ
に

「
俳
匠」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

生
涯
を
閉
じ
た
の
で
あ
る。

今、
わ
が
家
に
は、
巨
淑
先
生

が
女
鳥羽
川
畔
の
風
景
を
詠
ん
だ

色
紙
が
壁
に
掛
かっ
て
い
る。

（
車京
外語
大
教
授・
国
際
関

係
論 、

版
画
も）
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