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人
の
生
は
儚
く
永
遠
で
は
な
い
。
こ
の
日
が

来
る
こ
と
は
予
期
し
て
い
た
も
の
の
、
現
実

を
前
に
言
い
よ
う
の
な
い
寂
し
さ
に
茫
然

と
な
る
。
二
〇
二
四
年
六
月
六
日
、
槇
文
彦

氏
が
老
衰
の
た
め
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年

九
五
歳
。
天
寿
を
ま
っ
と
う
さ
れ
た
と
納

得
し
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で
元
気
に
活
動

さ
れ
て
い
た
の
で
、
現
役
の
ま
ま
静
か
に

休
息
を
取
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
た
く
な
る
。

最
後
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍

の
続
く
二
〇
二
〇
年
十
月
三
十
日
、
槇
が
デ

ザ
イ
ン
監
修
を
務
め
、
こ
の
年
の
五
月
に

竣
工
し
た
横
浜
市
役
所
の
ア
ト
リ
ウ
ム
で

行
わ
れ
た
「M

 m
eets M

」
と
総
称
さ
れ
た

二
つ
の
建
築
展
《
村
野
藤
吾
展・槇
文
彦
展
》

の
合
同
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
の
席

で
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
は
、
村
野
の
手
が

け
た
旧
庁
舎
（
一
九
五
九
年
）
か
ら
新
庁

舎
へ
の
機
能
移
転
を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
。

残
念
な
が
ら
、
出
席
者
全
員
が
マ
ス
ク
を

着
用
し
、
副
市
長
と
槇
、
村
野
展
に
協
力

し
た
筆
者
が
挨
拶
す
る
だ
け
の
さ
さ
や
か

な
会
と
な
っ
た
が
、
九
二
歳
の
槇
が
元
気

な
姿
を
見
せ
、
村
野
の
遺
族
ら
と
歓
談
す

る
光
景
も
あ
っ
た
。
槇
は
、
挨
拶
の
中
で
、

生
前
に
交
流
の
あ
っ
た
村
野
に
対
す
る
敬

意
の
言
葉
を
述
べ
た
上
で
、
新
庁
舎
が
建
つ

「
み
な
と
み
ら
い
地
区
」
の
都
市
デ
ザ
イ
ン

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
熱
く
語
っ
て
い
た
。

そ
の
発
言
に
込
め
ら
れ
た
思
い
は
、
新
庁

舎
の
竣
工
に
合
わ
せ
て
出
版
さ
れ
た
最
後

の
著
書
『
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
の
い
ま
』（
鹿
島

出
版
会SD

選
書
）
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
に

未
来
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
建
築
、
都
市
観
に
基
づ
く
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。（
…
）
過
去

半
世
紀
以
上
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
建
築
、

都
市
観
は
私
の
建
築
家
と
し
て
の
生
涯
の

中
で
、
つ
く
る
、
書
く
と
い
う
建
築
家
活

動
の
一
貫
し
た
核
で
あ
っ
た
こ
と
は
鮮
明

で
あ
る
。」
と
綴
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
文
は
、

こ
う
締
め
く
く
ら
れ
て
い
た
。

「
文
化
の
本
質
は
無
償
の
愛
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
。（
…
）
我
々
建
築
家
に

与
え
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
施
主
の
要
求

す
る
有
償
の
愛
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の

与
え
ら
れ
た
条
件
の
中
か
ら
い
か
に
無
償

の
愛
に
近
づ
け
る
か
が
、
建
築
家
に
与
え

ら
れ
た
社
会
的
責
任
な
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
建
築
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
の
目

的
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

縁
あ
っ
て
筆
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に

ご
一
緒
し
、
多
く
の
教
え
を
受
け
て
き
た
。

は
じ
め
て
会
っ
た
の
は
、
前
川
國
男
事
務

所
に
入
所
し
た
遠
い
昔
の
一
九
八
〇
年
春
、

二
学
年
後
輩
の
学
生
だ
っ
た
小
嶋
一
浩
ら

が
京
都
大
学
に
槇
を
呼
ぶ
学
生
主
催
の
講

演
会
を
企
画
し
、
そ
の
依
頼
に
う
か
が
う

際
の
後
見
人
と
し
て
同
席
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
橋
に
事
務
所
が
あ
っ
た
時
代
だ
。
槇

が
東
京
大
学
教
授
に
着
任
し
た
翌
年
だ
っ

た
の
で
、「
東
大
の
学
生
は
ど
う
で
す
か
」

と
お
聞
き
し
た
ら
、「
野
蛮
な
学
生
が
い
な

い
ね
」
と
笑
顔
で
返
さ
れ
た
。
余
談
だ
が
、

こ
の
後
、
小
嶋
は
原
弘
司
に
講
演
を
依
頼
し

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
東
京
大
学
大
学
院

原
研
究
室
に
進
学
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た

仲
間
た
ち
と
シ
ー
ラ
カ
ン
ス
を
結
成
す
る
。

槇
と
は
、
時
を
経
た
二
〇
〇
五
年
前
川
國

男
展
、
二
〇
一
三
年
丹
下
健
三
展
、
二
〇

一
四
年
谷
口
吉
郎
・
谷
口
吉
生
展
、
二
〇

一
六
年
大
髙
正
人
展
を
通
し
て
親
し
く
接

す
る
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
。

さ
て
、
そ
ん
な
交
流
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

こ
の
著
書
の
結
語
を
読
み
直
す
と
き
、
ふ
た

つ
の
出
来
事
に
対
す
る
槇
の
「
無
償
の
愛
」

に
支
え
ら
れ
た
行
動
力
と
真
摯
な
発
言
が

思
い
起
こ
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
二
〇
一
一

年
十
二
月
、
前
川
國
男
の
京
都
会
館
の
取

り
壊
し
問
題
の
最
中
に
、
有
志
で
開
催
し

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
手
弁
当
で
駆
け
付
け
、

自
ら
の
建
築
が
竣
工
後
に
遭
遇
し
た
天
国
と

地
獄
の
運
命
を
、ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
語
り
、

建
築
が
社
会
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
の
大
切
さ

を
語
る
姿
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
二
〇
一

三
年
八
月
、
新
国
立
競
技
場
の
建
て
替
え
問

題
の
際
、
東
京
都
体
育
館
（
一
九
九
〇
年
）

を
手
が
け
た
経
験
を
元
に
、
風
致
地
区
と
し

て
守
ら
れ
て
き
た
明
治
神
宮
外
苑
の
景
観
を

破
壊
す
る
建
設
計
画
に
対
す
る
異
議
申
し
立

て
の
意
見
表
明
を
し
た
単
独
の
行
為
で
あ

る
。八
五
歳
の
槇
が
な
ぜ
声
を
挙
げ
た
の
か
、

温
厚
な
人
柄
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
闘

志
に
驚
い
た
人
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
心
の
底
に
あ
っ
た
の
は
、
次
の

よ
う
な
都
市
空
間
に
対
す
る
願
い
だ
っ
た
。

「
都
市
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ペ
ー
ス
と
は
そ

の
場
所
、
規
模
、
性
格
の
い
か
ん
に
関
わ
ら

ず
、
独
り
の
人
間
に
と
っ
て
、
時
に
安
ら
ぎ

と
、
ま
た
時
に
感
動
を
与
え
る
も
の
で
あ
り

た
い
と
い
う
願
望
は
常
に
存
在
し
続
け
て

い
る
と
い
う
認
識
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な

い
。」（『
新
建
築
』
二
〇
〇
八
年
一
月
号
）

同
じ
文
章
に
、
世
界
各
地
の
都
市
を
訪
ね
歩

い
た
経
験
か
ら
得
た
結
論
と
し
て
、「
独
り

の
た
め
の
素
晴
ら
し
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス

ペ
ー
ス
と
は
ま
た
多
く
の
群
衆
が
集
ま
っ

た
時
に
も
素
晴
ら
し
い
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
」

と
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
都
市
が
等

し
く
「
独
り
の
人
間
」
に
居
場
所
を
与
え

る
た
め
に
建
築
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、「
優

し
さ
」で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
を
自
ら
の
美
学
と
倫
理
に
基
づ

い
て
実
践
し
た
の
が
、
代
官
山
ヒ
ル
サ
イ

ド
テ
ラ
ス
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

こ
こ
に
掲
載
す
る
写
真
は
、
二
〇
一
七
年
、

奇
遇
に
も
日
本
建
築
家
協
会
二
五
年
賞
の

審
査
員
の
一
人
と
し
て
現
地
視
察
し
た
際

の
も
の
だ
。
槇
が
自
ら
全
館
を
く
ま
な
く
歩

い
て
案
内
し
、
最
後
は
事
務
所
ヒ
ル
サ
イ
ド

ウ
エ
ス
ト
に
も
招
い
て
く
れ
た
。
一
九
六
九

年
の
第
一
期
か
ら
一
九
九
二
年
の
第
六
期

と
、
一
九
七
九
年
の
デ
ン
マ
ー
ク
大
使
館
、

一
九
九
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
ま
で
、
三
〇
年
に

及
ぶ
持
続
的
な
街
づ
く
り
に
よ
っ
て
創
り

出
さ
れ
た
合
計
十
二
棟
の
群
造
形
の
姿
を
、

慈
し
む
よ
う
に
見
つ
め
る
眼
差
し
に
、
建
築

の
社
会
性
に
対
す
る
矜
持
を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
最
初

で
最
後
と
も
思
え
る
ア
ー
バ
ン
・
デ
ザ
イ

ン
を
志
し
た
建
築
家
、
槇
文
彦
が
守
り
育

て
よ
う
と
し
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

わ
ず
か
な
時
間
だ
が
、
交
流
の
機
会
を
得

た
者
の
一
人
と
し
て
、
遺
さ
れ
た
仕
事
の

意
味
を
繰
り
返
し
噛
み
し
め
な
が
ら
、
少

し
で
も
次
世
代
へ
伝
え
ら
れ
た
ら
と
思
う
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。

槇
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
十
七
回
日
本
建
築
家
協
会
二
五
年
賞
の
現
地
審
査
で

二
〇
一
七
年
十
月
十
三
日　
撮
影
／
田
村
誠
邦

東
側
の
今
は
な
い
歩
道
橋
か
ら
見
る
第
一
期
の
外
観

二
〇
一
〇
年

槇
文
彦
の
求
め
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
美
学
と
倫
理

代
官
山
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ
ラ
ス
　
一
九
六
九
~
九
二
年

文
・
写
真
＝
松
隈  
洋
［
神
奈
川
大
学
建
築
学
部
教
授
］


