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か
た
く
り
の
「
人
生
」
は
ひ
っ
そ
り
と
静
か
。
早
春
の
他
の
草
木
が
ま
だ
芽
吹
か
な
い
う
ち
に
、

大
き
な
葉
を
出
す
。
し
ば
ら
く
す
る
と
花
茎
か
ら
う
つ
向
き
加
減
に
花
を
開
く
。
曇
り
や
雨
の
日
は

花
は
閉
じ
た
ま
ま
だ
。
開
花
す
る
と
虫
が
現
れ
て
受
粉
、
種
子
を
飛
ば
す
。
そ
れ
が
合
図
の
よ
う
に

地
上
の
茎
は
枯
れ
る
。
冬
場
は
落
葉
樹
林
の
落
ち
葉
の
下
で
じ
っ
と
寒
さ
に
耐
え
て
過
ご
す
。
種
子

か
ら
開
花
す
る
ま
で
に
七
年
以
上
を
要
す
る
。
か
た
く
り
は
自
ら
葉
を
落
と
し
、
身
軽
に
な
る
と
再

び
土
の
中
で
眠
り
に
つ
く
。 

か
つ
て
は
ち
ょ
っ
と
山
に
入
れ
ば
ど
こ
で
で
も
か
た
く
り
の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
聞
く
。

と
こ
ろ
が
、
今
で
は
「
絶
滅
危
惧
種
」
の
指
定
さ
え
受
け
て
い
る
所
も
あ
る
ら
し
い
。
一
方
で
、
観

賞
用
の
山
野
草
と
し
て
、
か
た
く
り
の
球
根
は
ネ
ッ
ト
な
ど
で
も
販
売
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

 
 

 
 

 
 

 

木
漏
れ
日
の
ど
れ
に
も
ゆ
れ
て
花
片
栗 
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 「
も
の
の
ふ
の
八
十
娘
子

や

そ

を

と

め

ら
が
汲
み
乱ま

が

ふ
寺
井
の
上
の
堅か

た

香
子

か

ご

の
花
」
こ
れ
は
大
伴
家
持
の
「
堅
香

子
の
花
を
手
折
る
歌
」
と
題
し
た
歌
。
家
持
が
越
中
の
国
司
と
し
て
富
山
を
訪
ね
た
時
、
詠
ん
だ
も

の
。
「
堅
香
子
」
は
か
た
く
り
の
古
名
で
『
万
葉
集
』
に
堅
香
子
を
詠
ん
だ
歌
は
こ
の
一
首
し
か
な

い
。
「
八
十

や

そ

」
は
数
の
多
い
こ
と
を
い
う
も
の
で
現
在
で
も
雪
解
け
後
に
落
葉
樹
林
に
群
生
す
る
か

た
く
り
花
の
様
子
が
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
「
春
の
妖
精
」
の
名
に
負
け
て
い
な
い
風
情
が

い
ま
も
っ
て
し
っ
か
り
表
現
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。 

 

若
葉
や
茎
は
天
ぷ
ら
、
酢
の
物
と
し
て
た
べ
ら
れ
る
そ
う
だ
。
安
政
年
間
の
蝦
夷
地
探
検
の
資
料

に
は
、
当
時
の
ア
イ
ヌ
人
に
は
食
用
と
し
て
、
片
栗
粉
は
百
合
の
根
、
菱
の
実
な
ど
と
共
に
貴
重
だ

っ
た
と
あ
る
。 

 

か
た
く
り
の
球
根
か
ら
採
っ
た
で
ん
ぷ
ん
「
片
栗
粉
」
は
生
薬
で
、
体
の
弱
っ
た
人
へ
の
滋
養
強

壮
剤
と
し
て
使
わ
れ
る
。
幼
い
こ
ろ
、
こ
の
片
栗
粉
に
砂
糖
や
蜂
蜜
を
入
れ
、
熱
湯
を
注
ぎ
、
掻
き

混
ぜ
て
半
透
明
に
固
ま
っ
た
も
の
を
風
邪
を
ひ
い
た
と
き
な
ど
食
べ
た
。
優
し
い
母
の
味
だ
っ
た
。

今
は
、
じ
ゃ
が
い
も
か
ら
採
る
「
片
栗
粉
」
が
主
だ
が
、
こ
れ
を
練
っ
て
も
片
栗
粉
の
よ
う
に
薬
用

に
は
な
ら
な
い
。 

 


