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吉
本
博

最
近
、
老
年
期
を
楽
し
ん
だ
達
人
と
し
て
の
貝
原
益

軒
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
ー
ム
を
呼
び
起
こ
し
て
い
ま

す
。
益
軒
は
、
新
規
な
開
墾
が
底
を
つ
き
田
畑
の
増
加

が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
元
禄
時
代
に
活
躍
し
た
人
で

す
。
彼
は
、
『
養
生
訓
』
と
い
う
作
品
の
中
で
、
低
成

長
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
生
き
方
を
著
し
、
大
衆
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
益
軒
ブ
ー
ム
の
理
由
は
、

低
成
長
時
代
に
入
っ
た
現
代
が
、
歴
史
に
そ
の
解
決
策

を
求
め
る
為
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
、
そ
の
益
軒
の

作
品
の
中
に
、
今
回
お
話
し
す
る
知
足
（
ち
そ
く
）
と

い
う
言
葉
を
見
つ
け
た
時
、
何
か
し
ら
新
鮮
に
思
え
、

知
足 医

療
と
内
観

2４

（
第
四
回
）

刀
口

ｎ
日

み
な
さ
ん
に
伝
え
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
の
一
文
は
、
益
軒
が
『
養
生
訓
』
を
世
に
出
す
三

年
前
に
『
楽
訓
』
と
い
う
書
物
を
著
し
、
そ
の
中
で
真

の
楽
（
た
の
）
し
み
と
は
何
か
を
説
い
て
い
る
中
に
あ

り
ま
す
。
一
部
を
紹
介
し
ま
す
と
「
わ
が
身
の
足
る
事

を
し
り
て
、
分
を
や
す
ん
ず
る
人
ま
れ
な
り
。
こ
れ
分

外
（
ぶ
ん
が
い
）
を
ね
が
ふ
に
よ
り
て
楽
（
た
の
し
み
）

を
失
へ
り
。
知
足
の
理
（
こ
と
わ
り
）
を
よ
く
思
ひ
て

つ
ね
に
忘
る
べ
か
ら
ず
。
足
る
事
を
し
れ
ば
貧
賎
に
し

て
も
楽
し
む
。
足
る
事
を
し
ら
ざ
れ
ぱ
富
貴
を
き
は
む

れ
ど
も
、
猶
（
な
お
）
あ
き
た
ら
ず
し
て
楽
（
た
の
し
）

ま
ず
」
。
本
論
と
離
れ
ま
す
が
、
益
軒
の
真
の
楽
し
み

は
、
物
質
的
な
も
の
で
な
く
精
神
的
な
も
の
だ
と
言
っ

て
お
り
「
楽
は
内
に
あ
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
富
の
豊

か
な
人
よ
り
も
貧
し
き
人
が
得
や
す
い
と
も
述
べ
て
い

ま
す
。
益
軒
は
知
足
と
い
う
道
理
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

力
説
し
て
い
ま
す
。

こ
の
知
足
は
、
京
都
の
竜
安
寺
に
あ
る
鱒
鋸
（
つ
く

ば
い
）
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
手
水
鉢
は
、
水
戸
黄

門
こ
と
徳
川
光
園
が
寄
進
し
た
も
の
と
言
わ
れ
、
そ
こ



最
後
に
、
私
が
知
足
と
い
う
言
葉
に
魅
了
さ
れ
た
訳

を
述
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
精
神
科
の
医
師
と
し
て

毎
日
の
診
療
を
し
て
い
ま
す
と
、
こ
の
知
足
と
い
う
考

え
を
持
っ
て
お
れ
ば
病
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
人
が

多
い
か
ら
で
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
は
、
死
ぬ
ま
で

飲
み
続
け
る
慢
性
の
病
で
す
し
、
行
為
噌
癖
と
言
わ
れ

て
い
る
買
い
物
依
存
症
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
も
足
る

事
を
知
ら
な
い
病
と
も
言
え
ま
す
。
ま
た
、
価
値
観
の

変
動
、
文
化
的
な
混
乱
が
生
み
出
し
や
す
い
と
言
わ
れ

る
境
界
性
人
格
障
害
は
、
対
人
関
係
の
上
で
過
剰
な
ま

で
に
見
捨
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
懸
命
な
努
力
を
し
て
相

手
に
し
が
み
つ
き
、
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
ろ
い
ろ
な

行
動
や
精
神
症
状
を
認
め
ま
す
。
私
は
益
軒
の
言
う
、

「
楽
し
み
」
を
積
極
的
に
見
い
だ
す
知
足
と
い
う
考
え

に
到
達
で
き
る
に
は
、
内
観
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
内

観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
に
感
謝

で
き
る
人
間
に
な
り
た
い
も
の
で
す
ね
。

難
し
く
な
る
と
古
か
ら
言
わ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

2５

に
は
「
吾
唯
知
足
」
（
ワ
レ
タ
ダ
タ
ル
ヲ
シ
ル
）

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
禅
の
精
神
、
「
知
足
の
も
の
は

貧
し
い
と
い
え
ど
も
富
め
り
、
不
知
足
の
も
の
は
富
め

り
と
い
え
ど
も
貧
し
い
」
を
伝
え
て
い
ま
す
。

知
足
と
い
う
思
想
は
、
『
老
子
』
三
一
一
一
章
「
足
る
を

知
る
も
の
は
富
む
」
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
お

釈
迦
さ
ま
が
臨
終
の
際
の
最
後
の
説
法
で
あ
る
『
仏
遺

教
経
』
に
「
少
欲
知
足
」
（
欲
を
少
な
く
し
て
足
る
こ

と
を
知
る
）
と
い
う
言
葉
も
認
め
ま
す
。
茶
道
の
理
念

に
、
知
足
安
分
（
ち
そ
く
あ
ん
ぶ
ん
）
と
い
う
考
え
が

あ
り
、
足
る
こ
と
を
知
っ
て
分
を
安
ん
ず
る
精
神
の
必

要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
知
足
は
、
単
に
「
あ
る
も
の
で
が
ま
ん
す
る
」

な
ど
禁
欲
や
節
約
精
神
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
は
、
今
の
あ
る
物
の
中
に
喜
び
や
幸
福
を
積

極
的
に
見
い
だ
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
人
は
、
昔
か

ら
や
や
も
す
れ
ば
欲
が
深
く
、
人
を
妬
み
、
モ
ノ
を
沢

山
ほ
し
が
り
、
次
第
に
心
が
貧
し
く
な
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
不
幸
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
モ
ノ
が

豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
知
足
の
心
を
持
つ
こ
と
が


