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吉
本
博

樺
細
工
と
老
熟

人
は
悠
久
の
年
を
過
ご
す
こ
と
は
残
念
な
が
ら
で
き

な
い
。
や
が
て
は
老
年
期
を
迎
え
る
。
最
近
は
高
齢
者

を
六
五
歳
で
は
な
く
七
十
歳
に
見
直
し
た
ら
と
い
う
意

見
も
あ
る
。
確
か
に
、
病
院
で
診
察
室
を
訪
れ
る
高
齢

者
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
外
見
上
か
ら
も
精
神
的
に
も

壮
年
者
と
見
間
違
え
る
人
に
も
出
会
う
。
六
五
歳
と
い

う
暦
年
令
で
お
年
寄
り
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の
に

抵
抗
感
を
覚
え
る
。
一
方
、
暦
年
齢
に
比
べ
て
老
け
て

見
え
る
人
も
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
、
老
年
期

は
生
理
的
年
齢
の
差
よ
り
も
、
精
神
的
年
齢
の
個
人
差

を
よ
り
強
く
感
じ
る
。
老
年
期
は
い
ろ
な
意
味
で
人
生

医
療
と
内
観

の
総
決
算
の
時
期
で
あ
る
が
、
私
達
が
、
老
年
期
を
よ

り
若
く
、
特
に
精
神
的
に
若
々
し
く
生
き
る
の
に
ど
う

し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

今
年
の
夏
、
秋
田
で
行
わ
れ
た
研
修
の
帰
り
に
、
み

ち
の
く
の
小
京
都
、
角
館
に
立
ち
寄
っ
た
。
日
本
ア
カ

デ
ミ
ー
賞
の
十
二
部
門
を
受
賞
し
た
映
画
「
た
そ
が
れ

清
兵
衛
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
ロ
ケ
先
に
な
っ
た
地

が
心
に
留
ま
っ
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

武
家
屋
敷
が
立
ち
並
ぶ
中
を
散
策
し
た
が
、
ふ
と
角

館
町
樺
細
工
伝
承
館
に
足
を
止
め
た
。
樺
細
工
と
は
、

山
桜
の
樹
皮
を
細
工
し
て
茶
筒
や
硯
箱
な
ど
を
作
る
も

の
で
、
雪
深
い
東
北
の
秋
田
藩
の
支
藩
で
あ
っ
た
角
館

で
武
士
の
冬
の
内
職
作
業
と
し
て
始
ま
り
、
後
に
工
芸

作
品
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
樺
細
工
は
、

元
来
木
の
製
品
が
多
い
日
本
で
は
、
年
月
が
経
る
と
必

ず
体
積
が
減
り
竹
の
よ
う
に
割
れ
た
り
す
る
運
命
に
あ

る
。
そ
の
解
決
に
山
桜
の
樹
皮
を
巻
く
こ
と
に
よ
り
木

工
製
品
の
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い

う
。
正
倉
院
の
宝
物
の
中
に
も
そ
の
手
法
を
見
出
す
こ

（
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験
を
積
む
な
ど
の
プ
ラ
ス
要
因
的
に
み
れ
ば
老
熟
、
老

成
、
老
練
、
老
巧
、
老
実
、
老
手
な
ど
の
用
語
を
発
見

で
き
る
。
で
は
、
樺
細
工
が
よ
り
光
沢
を
放
つ
に
は
、

大
事
に
仕
舞
う
の
で
は
な
く
、
人
が
大
切
に
使
っ
て
、

人
の
手
の
油
に
よ
っ
て
輝
く
の
で
あ
る
か
ら
、
人
も
自

分
を
ス
ト
レ
ス
に
曝
し
自
ら
を
鍛
え
る
必
要
が
あ
る
。

他
人
か
ら
も
鍛
え
ら
れ
る
。
老
化
に
与
え
る
影
響
は
、

長
寿
家
系
の
よ
う
な
素
因
、
環
境
の
影
響
、
身
体
的
・

心
理
的
負
荷
な
ど
考
え
ら
れ
、
自
ら
の
努
力
だ
け
で
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
点
も
あ
る
が
、
精
神
的
な
若
さ
を

保
つ
に
は
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

内
観
を
知
り
、
多
く
の
人
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。

高
齢
で
熱
く
内
観
を
語
る
多
く
の
方
と
話
し
を
す
る
機

会
も
あ
っ
た
。
ど
の
方
も
精
神
的
な
若
さ
に
満
ち
あ
ふ

れ
、
安
ら
ぎ
と
喜
び
に
み
ち
た
生
活
が
背
景
に
あ
る
よ

う
に
思
え
、
老
熟
が
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、

角
館
町
樺
細
工
伝
承
館
に
あ
っ
た
陳
列
さ
れ
た
製
品
で

な
く
、
日
常
に
使
わ
れ
て
い
た
樺
細
工
製
品
を
そ
こ
に

見
る
思
い
で
あ
っ
た
。

2９

と
が
で
き
、
日
本
全
国
で
こ
の
手
法
が
い
ろ
い
ろ
な
分

野
で
一
部
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
雅
楽
の
楽
器
に
利

用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
本
格
的
に
日
常
の
製
品
の

中
に
応
用
さ
れ
、
角
館
で
花
咲
い
た
の
は
、
山
岳
密
教

に
こ
の
手
法
が
伝
え
ら
れ
て
残
っ
て
い
た
た
め
で
も
あ

る
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
興
味
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
等
の
人
工
の
も
の
は
使
え
ば
使
う
程

に
光
沢
を
失
う
が
、
樺
細
工
は
使
う
人
の
僅
か
な
油
を

得
て
光
り
を
増
す
と
い
う
。
単
に
、
仕
舞
っ
て
置
く
と

い
う
よ
り
、
人
が
大
事
に
日
常
的
に
使
う
こ
と
が
大
事

で
も
あ
る
。
あ
ま
り
使
わ
な
い
時
に
は
油
を
少
し
つ
け

る
と
良
い
の
だ
と
実
演
し
て
い
る
方
か
ら
聞
い
た
。

長
々
と
樺
細
工
に
つ
い
て
触
れ
た
の
は
、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
品
は
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
光
を
失
い
、
樺
細

工
製
品
は
使
い
方
を
工
夫
す
れ
ば
時
を
重
ね
る
に
つ
れ

て
光
沢
を
増
す
と
い
う
点
で
、
老
い
と
重
ね
合
わ
さ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
人
の
老
い
を
、
マ
イ
ナ
ス
的
に
捉
え

る
と
老
化
、
老
朽
、
老
残
、
老
醜
、
老
衰
、
老
廃
な
ど

の
言
葉
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
老
い
を
経


