
「
人
生
1
0
0
年
時
代
」
の
「
い
い
老お

い

れ入
」

二
十
数
年
前
に
は
「
日
本
の
平
均
寿
命
が
世
界
一
に

な
っ
た
」
な
ど
と
喜
ん
だ
も
の
だ
。
た
し
か
に
寿
命
が
延

び
て
、
な
に
か
得
を
し
た
気
分
に
な
っ
た
人
は
少
な
く
な

か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
急
速
に
高
齢
化
が
進
み
、
今
や

「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
平
成
６
（
１
９
９
４
）
年
現
在
、

人
口
の
14
％
だ
っ
た
の
に
、
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
に

は
28
・
1
％
、
３
5
5
7
万
人
に
達
し
た
。

こ
う
な
る
と
喜
ん
で
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
い
。
あ
れ
よ

あ
れ
よ
と
い
う
ま
に
超
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

60
代
、
70
代
の
人
び
と
と
話
を
し
て
み
た
が
、
定
年
が

延
び
た
と
は
い
え
、
定
年
後
に
生
き
抜
く
健
康
、
生
活
資

金
な
ど
に
つ
い
て
自
信
が
持
て
る
、
と
い
う
人
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
健
康
に
は
自
信
が
あ
る
と
い
う
人

で
も
、
年
齢
と
と
も
に
体
力
が
衰
え
る
の
は
当
然
の
こ
と

だ
ろ
う
。
定
年
後
の
年
月
が
延
び
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
ま
で
に
準
備
し
て
い
た
生
活
資
金
が
目
減
り
す
る
こ
と

だ
。「
も
っ
と
増
や
す
必
要
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
も
、

高
齢
に
な
っ
て
か
ら
で
は
難
し
い
。

私
自
身
は
、
い
ろ
い
ろ
細
か
く
準
備
す
る
の
は
不
得
手

な
ほ
う
だ
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
大
筋
を
考
え
た
に
し

て
も
わ
り
と
楽
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
ま
ず
は
「
今

日
一
日
を
充
実
さ
せ
て
生
き
た
い
」
と
願
っ
て
き
た
。
健

康
と
か
、
生
活
資
金
な
ど
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
意
見

を
拝
聴
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
現
実
的
に

「
こ
れ
で
絶
対
に
大
丈
夫
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
ら
し
い
。

た
と
え
ば
、
20
年
前
に
今
の
状
況
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
、
と
自
問
し
て
み
る
と
、「
思
い
も
し
な
か
っ

た
変
化
の
連
続
だ
っ
た
」
と
い
う
し
か
な
い
。
そ
れ
は
そ

れ
で
悪
く
は
な
い
20
年
だ
っ
た
、
と
満
足
し
て
い
る
し
、

す
べ
て
に
感
謝
し
て
い
る
。
思
う
に
、
い
つ
で
も
臨
機
応

変
に
対
応
で
き
る
覚
悟
を
し
て
生
き
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ

が
、
へ
ま
を
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
老
人
た
ち
は
「
豊
か
な
老

後
」
と
い
う
か
、
自
分
た
ち
が
「
満
足
す
べ
き
老
後
」
を
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

式
亭
三
馬
の
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』
を
読
む
と
、
昼
下

が
り
の
銭
湯
で
近
所
の
金
兵
衛
と
源
四
郎
と
が
、
亡
く

な
っ
た
ば
か
り
の
傘
屋
の
六
兵
衛
の
こ
と
を
話
し
合
っ
て

い
る
場
面
が
出
て
く
る
。
金
兵
衛
は
し
み
じ
み
と
、
こ
う

い
う
。

「
六
兵
衛
さ
ん
も
、
い
い
老
入
だ
。
息
子
た
ち
は
粒
ぞ
ろ

い
だ
し
、
み
な
壮
健
だ
よ
。
娘
は
そ
れ
ぞ
れ
嫁
に
い
っ
て
、

も
う
孫
が
５
、６
人
も
い
る
。
い
ま
往
生
し
て
も
、
思
い

残
す
こ
と
が
な
い
の
さ
。
あ
の
人
は
若
い
う
ち
に
苦
労
し

た
か
ら
、
年
寄
っ
て
楽
す
る
け
ど
、
い
ま
の
若
い
連
中
は

人
生
１
０
０
年
時
代
に
向
け
て
、
定
年
後
も
引
き
続
き
財
テ
ク
や
再
就
職
を
考
え
る
日
々
。

も
は
や
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
老
後
の
た
め
の
備
え
の
形
だ
が
、

果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
本
当
に
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

寿
命
が
短
か
っ
た
と
さ
れ
る
江
戸
時
代
だ
が
、「
ご
隠
居
」
と
し
て

第
二
、
第
三
の
充
実
し
た
人
生
を
送
り
長
生
き
し
た
ご
長
寿
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
ん
な
江
戸
時
代
の
「
ご
隠
居
」
の
あ
り
方
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、

そ
こ
か
ら
今
活
用
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
術
や
思
考
を
導
き
出
す
。

江
戸
の「
ご
隠
居
」に
つ
な
が
る
生
き
方

中
江
克
己

N
akae Katsum

i

な
か
え
・
か
つ
み

1
9
3
5
年
、
北
海
道
生
ま
れ
。
思
潮
社
、
河
出
書
房
新
社
な
ど
の
編

集
者
、
染
織
文
化
誌
『
藍
』
編
集
長
を
経
て
、
作
家
・
評
論
家
と
し
て

幅
広
く
活
躍
。
現
在
も
江
戸
の
庶
民
文
化
や
染
織
文
化
を
中
心
に
精
力

的
に
執
筆
を
続
け
る
。
著
書
に
『
江
戸
の
定
年
後
―
―
〝
ご
隠
居
〞
に

学
ぶ
現
代
人
の
知
恵
』（
光
文
社
）、『
大
江
戸
〈
奇
人
変
人
〉
か
わ
ら

版
』（
新
潮
社
）、『
色
の
名
前
で
読
み
解
く
日
本
史
』『
江
戸
の
「
水

路
」
で
た
ど
る
！ 

水
の
都 

東
京
の
歴
史
散
歩
』 （
共
に
青
春
出
版
社
）

な
ど
が
あ
る
。
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て
い
た
。

五
人
組
は
、
江
戸
幕
府
が
村
々
の
百
姓
、
町
々
の
地
主

や
家
主
に
命
じ
、
５
戸
１
組
を
基
本
と
し
て
つ
く
ら
せ
た

隣
保
組
織
だ
。
火
災
や
盗
賊
、
浪
人
な
ど
の
取
締
り
に
用

い
た
ほ
か
、
婚
姻
、
相
続
、
貸
借
な
ど
の
立
会
い
、
納
税

や
犯
罪
の
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
世
代
間
交
流
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
俳
句
や
短
歌
な
ど
の
文
芸
グ
ル
ー
プ
も

数
多
く
あ
っ
て
、
縁
づ
く
り
が
活
発
だ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
楽
し
み
を
見
つ
け
出
し
た
り
、
人

脈
を
広
げ
て
人
生
を
充
実
さ
せ
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

ま
た
、
年
と
と
も
に
肉
体
的
に
老
い
て
い
く
の
は
や
む
を

え
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
経
験
に
よ
っ
て
知
識
が
豊
富

に
な
り
、
知
恵
が
深
ま
っ
て
い
く
。

肉
体
的
に
は
老
い
て
頭
が
ま
わ
ら
な
く
な
る
こ
と
が
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
、
人
間
的
に
成
熟

し
、
何
か
が
「
生お

い
」
る
。
江
戸
の
老
人
た
ち
は
、「
老

い
ぼ
れ
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
も
、
卑
下
し
た
も
の
で
は
な

い
、
と
誇
り
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
。

江
戸
の
老
人
を
侮
る
な

も
っ
と
も
江
戸
時
代
は
「
人
生
50
年
」
と
い
わ
れ
、
今

と
く
ら
べ
る
と
平
均
寿
命
は
短
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

出
産
時
に
母
親
と
子
ど
も
が
死
去
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

当
時
、
幼
い
子
の
命
を
奪
っ
た
の
は
疱ほ

う

瘡そ
う

（
天
然
痘
）

だ
っ
た
。
こ
の
病
は
す
で
に
昭
和
55
（
1
9
8
0
）
年
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
が
絶
滅
宣
言
を
し
て
い
る
か
ら
、

今
は
心
配
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
は
た
び
た
び

流
行
し
て
お
り
、
疱
瘡
が
幼
児
死
亡
原
因
の
ト
ッ
プ
だ
っ

た
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
長
生
き
す
る
老
人
は
少
な
く
な

『田家茶話六老之図』
横井也有による狂歌集『行々子』の「老のすさび自 の詞」に詠まれている歌をもとに歌川国芳が作画。６人の
老人が茶飲み話をしている様子が描かれている。「皺がよる　ほくろはできる　背はちぢむ　あたまははげる　毛
は白くなる」などまさに現代にも通じる老人の悩みが綴られているが、自戒を促している。
所蔵／国立国会図書館

『諢話（おどけばなし）浮世風呂』式亭三馬
所蔵／国文学研究資料館

年
寄
っ
て
か
ら
苦
労
す
る
な
。
身
持
ち
が
さ
か
さ
ま
だ
」

こ
こ
に
出
て
く
る
「
老
入
」
は
「
年
老
い
た
こ
と
」
で
、

今
で
い
う
「
老
後
」、
あ
る
い
は
「
老
境
」
の
こ
と
。「
い

い
老
入
」
は
「
い
い
老
後
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
江
戸
庶
民

の
理
想
の
老
後
だ
っ
た
。

医
師
の
香か

月つ
き

牛ぎ
ゆ
う

山ざ
ん

は
、
老
い
に
段
階
が
あ
る
と
し
て
、

若
い
頃
か
ら
初
老
40
歳
、
中
年
50
歳
、
下げ

寿じ
ゆ

60
歳
、
中ち

ゆ
う

寿じ
ゆ

80
歳
、
上じ

よ
う

寿じ
ゆ

１
０
０
歳
と
区
分
し
た
。
年
齢
に
は
諸
説
が

あ
る
が
、
還
暦
を
め
で
た
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

60
歳
以
上
に
は
寿
の
字
を
当
て
て
い
る
。

年
月
を
経
る
と
、
家
の
な
か
に
病
人
や
老
衰
し
た
者
が

出
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
の
介
護
は
家
長
の
責
任
と
さ
れ
た
。

武
家
で
は
、
家
長
に
暇
を
与
え
、
介
護
に
あ
た
ら
せ
る
よ

う
に
し
た
。
家
の
な
か
に
扶
養
し
た
り
、
介
護
す
る
者
が

い
な
け
れ
ば
、
親
類
や
五
人
組
、
村
、
町
な
ど
で
世
話
を

や
い
た
。
そ
れ
ら
が
相
互
扶
助
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
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か
っ
た
。
当
時
、
親
孝
行
が
推
奨
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
に

老
い
た
父
や
母
を
扶
養
す
る
責
任
を
負
わ
せ
た
が
、
だ
れ

も
が
責
任
を
果
た
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
生
活
が
困
窮
す

る
あ
ま
り
、
老
い
た
父
や
母
の
扶
養
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え

な
い
、
と
い
う
事
態
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た

の
だ
。

今
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
や
ス
ピ
ー
ド
に
価
値
を
置
く
傾

向
が
強
い
が
、
江
戸
時
代
は
逆
に
自
然
の
リ
ズ
ム
の
な
か

で
も
の
を
つ
く
り
、
ゆ
っ
た
り
と
暮
ら
し
て
い
た
。
ま
た
、

今
の
よ
う
に
情
報
が
短
期
間
の
う
ち
に
消
費
さ
れ
、
陳
腐

化
す
る
と
い
う
時
代
で
は
な
い
。

当
時
は
、
人
が
生
き
て
い
る
間
に
身
に
つ
け
た
知
恵
や

技
術
が
長
く
役
に
立
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
若
い
人
に
も
老

人
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
し
、
老
人
も
ま
た
、

老
い
て
も
楽
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
な
か
に
は
老
人
を
侮
る
若
い
人
た
ち
も
い
た
。

す
べ
て
の
若
い
人
が
老
人
を
尊
敬
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。

細ほ
そ

川か
わ

忠た
だ

興お
き

に
江え

田た

源げ
ん

太た

兵へ

衛え

と
い
う
家
臣
が
い
た
。
源

太
兵
衛
は
隠
居
後
、
83
歳
の
あ
る
日
、
庭
に
柿
の
種
を
植

え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
見
た
家
来
た
ち
は
、
く
す
く
す

笑
い
出
し
、
ひ
と
り
が
侮
る
よ
う
に
い
っ
た
。

「
80
歳
を
超
え
た
御お

ん

身み

な
の
に
、
お
い
く
つ
に
な
っ
た
ら

実
を
食
べ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」

家
来
の
う
ち
、
上
田
藤
八
郎
だ
け
は
笑
わ
ず
、
主
の
源

太
兵
衛
に
い
わ
れ
た
ま
ま
、
柿
の
種
を
植
え
る
の
を
手

伝
っ
た
。

柿
の
種
が
芽
を
出
し
、
成
長
し
て
、
た
わ
わ
に
実
を
つ

け
た
の
は
11
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
源
太
兵
衛
は
94
歳
に

な
っ
た
が
、
矍か

く

鑠し
や
く

と
し
て
い
た
。
源
太
兵
衛
は
柿
の
実
を

藤
八
郎
に
与
え
、
さ
ら
に
俸
給
を
２
倍
に
し
た
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
無
言
の
う
ち
に
若
さ
の
驕お

ご

り
を
戒
め
た
の
だ

が
、
自
慢
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

老
中
松
平
定
信
の
隠
居
暮
ら
し

江
戸
時
代
に
は
、
老
人
を
大
事
に
す
る
習
慣
と
し
て
、

各
地
に
大
名
が
主
催
す
る
尚し

よ
う

歯し

会か
い

が
あ
っ
た
。「
尚
」
は

尊
ぶ
・
大
切
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
歯
」
は
年
齢
の

こ
と
だ
。

陸
奥
白
河
（
福
島
県
白
河
市
）
藩
主
で
、
老
中
首
座
を

つ
と
め
た
松
平
定
信
は
、
老
人
を
大
切
に
し
た
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
武
士
は
70
歳
以
上
、
百
姓
や
町
人
は

90
歳
以
上
の
老
人
を
城
に
招
き
、
人
生
の
努
力
を
ね
ぎ
ら

い
、
料
理
や
酒
で
も
て
な
し
た
。
定
信
は
「
老
い
た
る
者

は
多
く
の
経
験
を
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
、
老
人
た
ち
に

松平楽翁像
晩年楽翁と号した定信自筆の頭部のみの自
画像をもとに、松平定永が狩野養信に命じ
て全身の肖像画を描かせたとされる。
所蔵／福島県立博物館

尚歯会図
唐の白楽天が行ったのが最初とされ、
日本でも老人を尊敬し、高齢を祝うた
めに宴を催すようになったが、江戸後
期には政治や社会問題を研究する会
などにも発展する。
作品は、熊本藩の馬医で優れた絵師
としても活躍した福田太華（ふくだた
いか）によるもの。
所蔵／熊本県立美術館

藩
政
（
行
政
）
へ
の
意
見
を
話
し
て
も
ら
い
、
熱
心
に
耳

を
傾
け
た
と
い
う
。

ほ
か
に
、
70
歳
以
上
の
老
人
を
温
泉
に
招
き
、
体
を
休

め
る
よ
う
に
し
た
。
さ
ら
に
90
歳
以
上
の
老
人
が
い
る
家

に
は
、
扶ふ

持ち

米ま
い

一ひ
と

口く
ち

（
１
日
５
合
）
を
終
身
に
わ
た
っ
て

支
給
し
つ
づ
け
た
。

定
信
が
隠
居
し
た
の
は
文
化
９
（
１
８
１
２
）
年
、
55

歳
の
と
き
だ
が
、
領
内
の
老
人
を
大
切
に
し
た
だ
け
に
自

分
の
隠
居
暮
ら
し
に
も
気
を
使
っ
た
。
日
々
、
早
寝
早
起

き
を
心
が
け
、
規
則
正
し
く
暮
ら
し
て
い
る
。
健
康
の
た

め
に
い
い
こ
と
は
な
ん
で
も
試
み
た
。

定
信
が
隠
居
し
て
住
ん
で
い
た
松
平
家
下
屋
敷
は
、
近
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て
も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
定
信
だ
か
ら
こ
そ
、
老
人
を
大
事
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。

隠
居
し
て
何
を
楽
し
む
⁉

今
な
ら
60
歳
、
65
歳
、
あ
る
い
は
70
歳
な
ど
の
区
切
り

で
定
年
退
職
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
定
年
を
迎
え
る
年
齢

は
少
し
ず
つ
延
び
て
き
た
が
、
元
気
な
人
は
そ
の
時
期
が

近
づ
く
と
、
次
の
仕
事
を
探
し
は
じ
め
る
。
む
ろ
ん
、
就

職
せ
ず
、
趣
味
に
打
ち
込
む
と
い
う
人
も
多
い
。

こ
う
し
て
第
二
の
人
生
、
第
三
の
人
生
と
、
そ
れ
ま
で

に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
仕
事
や
趣
味
に
取
り
組
み
な
が

ら
新
し
い
人
生
を
生
き
る
、
と
い
う
人
が
増
え
て
き
た
。

そ
れ
だ
け
人
生
の
選
択
肢
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
に
は
、
そ
う
し
た
選
択
肢
が
い
ろ

い
ろ
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
第
二
の
人
生
と
か
、

第
三
の
人
生
な
ど
と
人
生
を
仕
切
り
、
新
し
い
何
か
に
挑

む
、
と
い
う
人
は
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
江
戸
の
老
人
た
ち
は
多
く
の
経
験
を
も
と
に
、

豊
か
な
知
恵
を
発
揮
し
な
が
ら
、
隠
居
暮
ら
し
を
楽
し
ん

で
い
た
。
落
語
な
ど
で
お
な
じ
み
の
「
ご
隠
居
」
だ
が
、

自
由
気
ま
ま
に
暮
ら
し
て
い
る
印
象
が
強
い
。
と
き
に
は
、

八は
つ

つ
ぁ
ん
や
熊
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
と
、
あ
や
ふ
や
な
知

識
を
ひ
け
ら
か
す
。
し
か
し
、
だ
い
た
い
が
お
人
好
し
と

相
場
が
決
ま
っ
て
い
る
。

仕
事
か
ら
引
退
し
た
と
い
っ
て
も
、
な
に
も
せ
ず
に
ご

ろ
ご
ろ
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
植
木
や
骨

董
に
熱
中
し
た
り
、
と
き
に
は
芝
居
見
物
な
ど
を
楽
し
む
。

商
家
で
働
い
て
い
た
人
は
、
読
み
書
き
や
算そ

ろ
ば
ん盤

が
得
意
だ

か
ら
、
隠
居
後
は
寺
子
屋
の
師
匠
に
な
っ
た
人
も
多
い
。

江
戸
で
は
教
育
熱
心
な
人
が
多
く
、
寺
子
屋
も
あ
っ
ち

こ
っ
ち
に
あ
っ
た
。
師
匠
の
数
は
江
戸
時
代
前
期
で
約

８
０
０
人
、
後
期
に
な
る
と
３
０
０
０
人
を
超
え
る
ほ
ど
。

そ
の
４
割
が
商
家
あ
が
り
の
隠
居
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

で
は
、
江
戸
の
人
び
と
は
何
歳
ぐ
ら
い
で
隠
居
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
と
く
に
定
年
制
の
よ
う
に
、
隠
居
年
齢
が
決

ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
本
人
の
意
志

と
、
そ
の
家
の
事
情
で
決
ま
る
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
江
戸
後
期
の
俳
人
・
小
林
一
茶
の

パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
夏な

つ

目め

成せ
い

美び

だ
。
成
美
は
本
名
を
井い

筒づ
つ

屋や

八は
ち

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

と
い
い
、
浅
草
蔵
前
で
札ふ

だ

差さ
し

（
金
融
業
者

の
一
種
）
を
営
ん
で
い
た
。
俳
句
に
も
力
を
入
れ
、
俳
人

と
し
て
も
著
名
だ
っ
た
。

42
歳
で
隠
居
し
、
俳
句
三
昧
の
日
々
を
過
ご
し
た
後
、

68
歳
で
没
し
た
。
隠
居
暮
ら
し
は
26
年
に
お
よ
ん
だ
が
、

句
作
に
耽
る
だ
け
で
な
く
、
一
茶
を
は
じ
め
多
く
の
若
い

俳
人
を
援
助
し
、
人
の
た
め
に
も
尽
く
し
た
。

一
般
的
に
い
っ
て
隠
居
し
た
の
は
60
歳
過
ぎ
だ
が
、
成

美
の
よ
う
に
40
代
で
隠
居
す
る
人
も
多
か
っ
た
。
そ
の
理

由
は
、
あ
ま
り
年
老
い
て
か
ら
隠
居
し
た
の
で
は
、
人
の

た
め
に
尽
力
す
る
と
か
、
趣
味
を
き
わ
め
る
と
か
、
風
流

な
暮
ら
し
を
楽
し
む
、
と
い
っ
て
も
体
力
が
衰
え
て
い
る

し
、
時
間
が
足
り
な
い
。
そ
こ
で
余
裕
の
あ
る
人
は
、
早

い
う
ち
か
ら
隠
居
後
の
備
え
を
し
た
。

晩
年
に
輝
い
た
老
女
た
ち

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
ふ
と
、
江
戸
時
代
の
女
性
た

ち
は
隠
居
後
の
人
生
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
充
実
さ
せ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
た
。
女
性
の

隠
居
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
が
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
だ
ろ
う
。

「
朝
顔
に
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水
」

こ
の
加か

賀が
の

千ち

代よ

の
句
は
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い

る
。
千
代
は
元
禄
16
（
１
７
０
３
）
年
、
加
賀
の
松
任
（
石

年
ま
で
築
地
中
央
卸
売
市
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
場
所

で
、
敷
地
は
１
万
７
０
０
０
坪
。
ほ
と
ん
ど
が
庭
園
で
占

め
ら
れ
、
竹
林
や
築
山
、
原
、
池
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
い

た
。
定
信
は
毎
日
、
こ
の
広
い
庭
を
歩
き
つ
づ
け
た
。
そ

し
て
、
食
生
活
に
留
意
し
、
体
を
動
か
す
。
さ
ら
に
武
術

の
稽
古
に
励
ん
だ
が
、
頭
も
よ
く
使
っ
た
。
机
に
向
か
っ

て
書
き
も
の
を
し
た
の
だ
。
こ
う
し
て
１
７
０
編
以
上
の

著
作
を
残
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
す
ご
い
も
の
だ
。

老
後
の
幸
せ
を
考
え
る
と
、
健
康
で
過
ご
す
こ
と
が
重

要
だ
。
江
戸
時
代
に
は
「
健
康
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
、

も
っ
ぱ
ら
「
養
生
」
と
い
っ
た
。
む
ろ
ん
、
病
に
な
っ
た

と
き
は
薬
を
飲
ん
だ
り
、
医
者
に
診
て
も
ら
う
。
し
か
し
、

で
き
る
だ
け
健
康
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
養
生
書
（
健
康
法

を
記
し
た
本
）
を
読
み
、
食
生
活
に
注
意
し
た
。

食
事
に
気
を
配
り
、
広
い
庭
を
歩
き
、
そ
の
う
え
頭
を

使
う
と
い
う
定
信
の
老
後
の
生
き
方
は
、
現
代
人
に
と
っ
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進
す
る
の
で
、
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
各
地

の
俳
人
た
ち
と
の
交
流
が
広
が
り
、
新
た
な
生
き
が
い
と

な
っ
た
。

晩
年
は
喘
息
に
苦
し
ん
だ
が
、
病
に
負
け
ず
、
句
を
詠

み
つ
づ
け
た
。
安
永
４
（
１
７
７
５
）
年
、
73
歳
に
な
っ

て
い
た
が
、
初
孫
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
満
ち
足
り

た
日
々
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
年
の
９
月
８
日
、
千
代
は
家
族
や
愛
弟

子
に
囲
ま
れ
、
次
の
句
を
残
し
て
息
を
引
き
取
っ
た
。

「
月
も
見
て
我
は
こ
の
世
を
か
し
く
哉
」

そ
し
て
も
う
ひ
と
り
、
幕
末
に
活
躍
し
た
女
流
歌
人
大

田
垣
蓮
月
を
紹
介
す
る
。

蓮
月
は
、
寛
政
３
（
１
７
９
１
）
年
、
京
都
で
生
ま
れ

た
。
父
母
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

生
ま
れ
て
間
も
な
く
、
知
恩
院
の
寺
侍
大
田
垣
伴
左
衛
門

光て
る

吉き
ち

の
養
女
と
な
り
、
８
歳
の
頃
、
丹
波
亀
山
城
（
京
都

府
亀
岡
市
）
に
奉
公
に
出
た
。

17
歳
の
と
き
、
光
吉
の
養
子
と
な
っ
た
望も

ち

古ふ
る

と
夫
婦
に

な
り
、
一
男
一
女
を
も
う
け
た
が
、
い
ず
れ
も
早
世
。
そ

の
後
、
夫
の
望
古
が
放
蕩
を
重
ね
た
た
め
25
歳
で
離
婚
す

る
。
27
歳
で
再
婚
し
た
も
の
の
、
夫
は
４
年
後
に
病
死
し

た
。
蓮
月
は
家
庭
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

剃
髪
し
、
蓮
月
と
号
し
た
。

蓮
月
が
42
歳
の
と
き
、
養
父
が
病
死
し
た
の
を
機
に
栗

田
に
移
り
住
む
。
こ
こ
で
陶
工
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
陶

器
を
つ
く
り
は
じ
め
た
。
蓮
月
は
陶
器
を
売
り
、
生
活
し

よ
う
と
覚
悟
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
売
れ
な

い
。
陶
器
に
自
作
の
歌
を
釘
で
彫
り
つ
け
た
と
こ
ろ
、
評

判
を
呼
び
、
い
つ
し
か
蓮
月
焼
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

蓮
月
は
三
十
数
回
も
引
っ
越
し
を
し
て
い
る
が
、
フ
ァ

ン
が
作
業
場
に
押
し
か
け
、
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
か

ら
だ
っ
た
。
最
後
の
住
処
と
し
た
の
は
、
西
賀
茂
の
神
光

仕
事
の
苦
労
は
続
い
た
が
、
表
具
師
を
や
め
る
わ
け
に

も
い
か
ず
、
六
兵
衛
を
養
子
に
迎
え
、
仕
事
を
教
え
た
。

や
が
て
一
人
前
に
な
っ
た
六
兵
衛
に
福
増
屋
を
ゆ
ず
り
、

千
代
は
隠
居
す
る
。
し
か
し
、
当
時
、
女
だ
と
い
う
理
由

で
句
会
に
出
て
も
差
別
を
受
け
た
。

千
代
は
52
歳
の
と
き
、
差
別
を
は
ね
の
け
る
た
め
に
剃

髪
し
て
素そ

園え
ん

と
号
し
た
。
尼
で
あ
れ
ば
女
を
捨
て
た
こ
と

に
な
る
し
、
句
会
で
男
た
ち
と
同
席
し
て
も
同
じ
よ
う
に

扱
わ
れ
た
。
年
若
い
俳
人
に
対
し
て
も
尊
大
ぶ
ら
ず
に
精

川
県
白
山
市
）
で
生
ま
れ
た
。
父
親
は
、
表
具
師
の
福
増

屋
六
左
衛
門
だ
っ
た
か
ら
、
千
代
は
和
歌
や
俳
句
な
ど
の

表
装
を
手
が
け
て
い
た
父
の
仕
事
場
で
遊
び
、
い
つ
し
か

俳
句
が
好
き
に
な
っ
た
。

12
歳
で
奉
公
に
出
た
家
の
主
人
か
ら
俳
句
の
手
ほ
ど
き

を
受
け
た
り
、
行
脚
し
て
い
た
松
尾
芭
蕉
門
下
の
各か

務が
み

支し

考こ
う

に
教
え
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
35
歳
を

過
ぎ
た
頃
か
ら
不
幸
が
続
く
。
父
や
母
、
兄
が
病
没
し
、

や
む
な
く
家
業
の
福
増
屋
を
継
い
だ
。
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院
の
茶
所
だ
っ
た
庵
で
あ
る
。
慶
應
２
（
１
８
６
６
）
年

か
ら
85
歳
で
生
涯
を
終
え
る
ま
で
、
こ
こ
で
過
ご
し
た
。

晩
年
は
和
歌
に
加
え
て
、
陶
器
を
楽
し
む
日
々
だ
っ
た
。

多
く
の
フ
ァ
ン
と
も
親
し
く
交
流
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

蓮
月
を
敬
慕
し
て
い
た
黒
田
光
良
を
弟
子
と
し
、
の
ち
に

二
代
目
蓮
月
を
許
し
た
。

加
賀
千
代
、
大
田
垣
蓮
月
と
も
に
若
い
頃
は
苦
労
続
き

だ
っ
た
が
、
努
力
が
報
わ
れ
た
し
、
老
後
の
人
生
は
見
事

な
も
の
だ
っ
た
。

第
二
の
人
生
の
課
題

―
―「
ど
の
よ
う
に
生
き
た
い
の
か
」

定
年
後
は
充
実
し
た
第
二
の
人
生
を
過
ご
し
た
い
、
と

思
う
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
。
も
っ
と
も
重
要
な

の
は
「
何
を
す
る
の
か
」
と
い
う
課
題
を
持
つ
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
課
題
を
決
め
か
ね
て
い
る
人
が

多
い
。

定
年
後
の
趣
味
も
同
じ
で
あ
る
。
若
い
頃
、
あ
る
小
説

家
と
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
て
、
定
年
に
な
っ

た
人
が
「
短
歌
を
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
う
ま
く
い
か
な
い
」

と
ぼ
や
い
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。
す
る
と
、「
定
年
で

暇
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
短
歌
を
は
じ
め
て
も
、
す
ぐ

う
ま
く
な
る
わ
け
も
な
い
し
、
お
も
し
ろ
く
な
る
は
ず
も

な
い
。
若
い
う
ち
か
ら
短
歌
を
は
じ
め
れ
ば
、
や
が
て
い

い
作
品
が
で
き
て
人
に
も
ほ
め
ら
れ
、
自
分
で
も
興
味
が

深
ま
る
。
や
は
り
時
間
を
か
け
な
く
て
は
だ
め
だ
よ
」
と
、

答
え
が
返
っ
て
き
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
っ
た
も
の
だ
。

現
在
で
も
「
向
島
百
花
園
」（
東
京
都
墨
田
区
）
に
は
季

節
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
咲
き
、
訪
れ
る
人
が
多
い
。

こ
れ
は
骨
董
屋
で
成
功
し
た
佐さ

原は
ら

鞠き
く

塢う

が
つ
く
っ
た
。

と
は
い
え
、
鞠
塢
ひ
と
り
で
や
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

多
く
の
人
び
と
を
巻
き
込
み
、
そ
れ
な
り
の
年
月
を
か
け

て
つ
く
り
あ
げ
た
の
だ
が
、
鞠
塢
は
隠
居
後
の
趣
味
に
友

人
や
知
人
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
利
益
を
生
み
な
が
ら
長

続
き
す
る
方
法
を
考
え
出
し
た
の
だ
。
今
で
も
定
年
後
に

こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
出
し
、
社
会
的
な

活
動
を
展
開
す
る
方
法
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。

鞠
塢
は
仙
台
の
農
家
出
身
だ
が
、
江
戸
へ
出
て
10
年
間
、

芝
居
茶
屋
で
働
く
。
こ
の
間
に
金
を
貯
め
、
骨
董
屋
を
開

い
た
の
だ
。
な
に
を
す
る
に
し
て
も
若
い
頃
か
ら
準
備
が

欠
か
せ
な
い
の
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
変
わ
り
が
な
い
。

芝
居
茶
屋
で
は
気
配
り
を
学
び
、
裕
福
な
客
た
ち
に
触

れ
る
う
ち
に
、
書
画
骨
董
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

う
し
て
多
様
な
人
び
と
と
の
交
流
が
広
が
り
、
深
ま
っ
て

い
く
。
や
が
て
40
歳
の
頃
隠
居
し
、
鞠
屋
宇
兵
衛
と
改
名
。

こ
れ
を
縮
め
て
「
鞠
塢
」
と
称
し
た
。

ま
だ
体
力
に
は
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
、
や
り
た
い
こ
と

を
次
々
に
手
が
け
た
。
最
初
に
企
て
た
の
が
詩
集
の
刊
行

で
、
著
名
人
に
詩
を
寄
せ
て
も
ら
い
、
自
分
で
も
２
編
の

詩
を
書
き
、『
盛せ

い

音お
ん

集し
ゆ
う

』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
が
43
歳
の

こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
寺
島
村
（
墨
田
区
東
向
島
）
の
土
地
を
１
０
０
０

坪
買
い
取
り
、
園
芸
を
は
じ
め
た
。
鞠
塢
は
自
ら
鍬
を

握
っ
て
土
地
を
耕
し
、
そ
こ
に
梅
の
苗
木
を
植
え
よ
う
と

思
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
交
流
の
あ
っ
た
人
び
と
に
奉ほ

う

加が

帳ち
よ
う

（
寄
進
帳
）
を
ま
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
画
家
の

酒
井
抱
一
や
谷
文
晁
、
茶
人
の
川
上
不ふ

白は
く

、
戯
作
者
の
大

田
南な

ん

畝ぽ

、
歌
人
で
国
学
者
の
加
藤
千ち

蔭か
げ

、
村
田
春は

る

海み

ら
だ

が
、
だ
れ
も
が
快
く
梅
の
苗
木
を
１
株
、
２
株
と
寄
進
し

て
く
れ
た
。

こ
う
し
て
文
化
元
（
１
８
０
４
）
年
、
３
６
０
株
の
苗

木
を
植
え
、
梅
園
と
し
て
出
発
し
た
。
寄
進
し
た
人
び
と

も
愛
着
を
抱
い
た
の
か
、
自
ら
鍬
を
使
い
、
勝
手
に
自
分

の
苗
木
を
植
え
る
人
も
い
た
と
い
う
。

当
時
、
亀
戸
の
梅
屋
敷
が
人
気
だ
っ
た
の
で
、
鞠
塢
の

梅
園
は
新
梅
屋
敷
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
後
、
桔き

梗き
よ
う

や

女お
み
な
え
し

郎
花
、
萩は

ぎ

、
薄す

す
き

な
ど
草
花
を
増
や
し
て
い
く
。

さ
ま
ざ
ま
な
花
が
咲
く
の
で
、
多
く
の
人
び
と
が
訪
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。な
か
で
も
好
ま
れ
た
の
は
桜
や
梅
だ
っ

た
が
、
鞠
塢
が
力
を
入
れ
た
の
は
、
花
の
後
に
実
を
つ
け

る
梅
で
あ
る
。
梅
見
の
客
か
ら
茶
代
を
と
っ
た
し
、
梅
の

実
か
ら
梅
干
し
を
つ
く
り
、
お
み
や
げ
と
し
て
販
売
し
た
。

鞠
塢
の
老
後
は
、
趣
味
を
生
か
し
な
が
ら
多
く
の
文
人

墨
客
と
交
流
し
、
楽
し
み
を
深
め
て
い
く
、
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
し
か
も
利
益
を
生
む
の
で
、
長
続
き
す
る
。

「
隅
田
川
梅
の
も
と
に
て
我
死
な
ば
、
春
咲
く
花
の
肥こ

や

し料

と
も
な
れ
」

こ
れ
は
鞠
塢
の
辞
世
だ
が
、
な
ん
と
も
羨
ま
し
い
心
境

で
あ
る
。
天
保
２
（
１
８
３
１
）
年
、
70
歳
で
没
し
た
が
、

そ
の
生
涯
は
満
ち
足
り
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
よ
う
。
な
お
現
在
、
向
島
百
花
園
は
、
国
の
名
勝
・
史

跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
や
り
方
が
可
能
な
ら
、
老
後
資
金
は
む
し
ろ

増
や
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
交
友
関
係
も
広
が
り
、
楽
し

み
も
増
え
る
。
む
ろ
ん
、
定
年
が
近
く
な
っ
て
か
ら
考
え

は
じ
め
て
も
遅
い
。
準
備
の
時
間
が
た
く
さ
ん
必
要
だ
か

ら
、
焦
ら
ず
に
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
つ
つ
、
の
ん
び

り
考
え
る
と
い
う
の
が
理
想
だ
。

佐原菊塢肖像、「園のいしぶみ」より
提供／茶亭さはら
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