
米
寿
を
迎
え
て

九
回
生

飯
島

泰
蔵

賀
の
祝
い

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日
、
私
は
満
八
十
七
歳
を
迎
え

た
。
最
近
は
年
齢
を
表
す
の
に
満
何
歳
と
い
う
言
い
方
が
慣
例

化
し
て
い
る
が
、
昔
は
数
え
年
何
歳
と
い
う
言
い
方
の
方
が
む

し
ろ
普
通
だ
っ
た
。
満
年
齢
で
は
誕
生
日
が
節
目
と
な
る
が
、

数
え
年
で
は
正
月
元
日
が
節
目
で
あ
る
。
従
っ
て
正
月
を
迎
え

る
こ
と
の
意
義
で
言
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
満
年
齢
は
影
が
薄
く

数
え
年
の
方
に
こ
そ
軍
配
が
上
が
る
。

て
、
一
人
前
の
大
人
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
開
国
以

後
は
こ
の
儀
式
は
廃
れ
た
が
、
満
二
十
歳
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で

「
徴
兵
検
査
」
と
い
う
制
度
が
始
ま
っ
た
。
国
家
を
守
り
維
持

し
て
行
く
た
め
に
「
国
民
皆
兵
」
と
い
う
概
念
が
持
ち
上
が
り
、

そ
れ
に
呼
応
し
た
制
度
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

終
戦
後
我
が
国
に
は
軍
隊
が
無
く
な
り
、
徴
兵
制
度
は
廃
止
さ

れ
た
。
そ
の
代
わ
り
子
供
か
ら
大
人
へ
の
切
り
替
え
時
期
を
示

す
も
の
と
し
て
、
「
成
人
式
」
と
い
う
制
度
が
新
た
に
登
場
し

た
。
年
齢
的
に
見
れ
ば
徴
兵
検
査
が
成
人
式
に
す
り
替
わ
っ
た

こ
と
に
な
る
が
、
徴
兵
検
査
が
男
性
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
成
人
式
は
男
女
を
間
わ
な
い
点
が
、
大
き
な
相
違
点
で

あ
る
。人

間
は
幼
児
期
に
始
ま
り
、
少
年
期
、
青
年
期
を
経
た
上
で
、

成
年
に
達
す
る
。
即
ち
大
人
に
な
る
。
大
人
の
時
代
は
長
い
が
、

若
年
、
壮
年
、
老
年
と
言
う
順
序
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遂

に
は
人
生
を
終
え
る
。
そ
の
聞
に
は
実
は
幾
つ
か
の
節
目
が
作

ら
れ
て
い
て
、
そ
の
都
度
思
い
を
新
た
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
二
十
代
、
三
十
代
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
試
練
の
時

代
で
、
次
々
と
未
知
の
経
験
を
積
み
な
が
ら
、
社
会
的
責
任
を

果
た
し
、
手
腕
を
振
る
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
聾
て
「
不

惑
」
と
な
る
。
即
ち
四
十
歳
と
い
う
節
目
で
あ
る
。
論
語
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
様
に
、
こ
の
年
に
な
れ
ば
何
事
に
拠
ら
ず
惑
う

こ
と
が
無
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
成
人
以
来
二
十
年
に
亘
っ
た

昔
か
ら
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
年
齢
に
関
わ
と
誌
行
事
は
、
そ

の
多
く
が
数
え
年
を
基
準
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
私
は
今
年

の
正
月
に
数
え
年
八
十
八
歳
と
な
っ
た
の
で
、
今
年
は
将
に

世
に
言
う
「
米
寿
」
な
の
で
あ
る
。
実
は
十

一
年
前
に
「
喜
寿
」

を
迎
え
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
体
調
を
崩
し
て
仕
舞
っ
て

い
た
の
で
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
無
か
っ
た
。
平
穏
無
事
に
済
み
そ

う
な
今
回
の
米
寿
を
、
内
心
有
り
難
く
思
っ
て
居
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。数

え
年
は
皆
が
正
月
に

一
斉
に

一
歳
年
を
加
え
る
の
で
、
分

か
り
ゃ
す
い
だ
け
で
無
く
、
新
年
を
迎
え
る
意
義
を
振
り
返
り
、

威
儀
を
正
す
と
い
う
こ
と
に
も
繋
が
る
。
年
の
暮
れ
に
誕
生
し

た
赤
子
が
正
月
に
は
早
々
と
二
歳
だ
と
い
う
の
は
、
少
し
解
せ

な
い
感
じ
が
し
な
い
で
も
無
い
が
、
自
分
だ
け
で
納
得
す
る
様

な
満
年
齢
よ
り
は
、
皆
に
取
っ
て
共
通
で
あ
る
土
台
の
上
に
据

え
ら
れ
た
概
念
と
し
て
、
数
え
年
に
は
何
と
な
く
近
親
感
が
あ

る
。
「
早
生
ま
れ
」
「
遅
生
ま
れ
」
と
い
う
区
別
は
数
え
年
な

れ
ば
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
親
し
み
を
覚
え
る
と

言
う
の
は
、
私
自
身
が
古
い
時
代
に
生
き
て
き
た
証
拠
な
の
か

も
知
れ
な
い
。
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年
齢
の
節
目
に
は
、
昔
か
ら
然
る
べ
き
名
前
が
付
け
ら
れ
て

い
る
。
士
農
工
商
時
代
の
昔
は
、
十
五
歳
に
な
る
と
「
元
服
」

と
称
し
て
、
剃
髪
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
儀
式
を
境
に
し

歳
月
を
経
て
、
能
力
と
自
信
と
を
培
っ
た
結
果
と
言
え
よ
う
か
。

こ
の
節
目
を
過
ぎ
れ
ば
人
生
は
、
力
強
い
展
開
を
繰
り
広
げ
る

様
に
な
る
。
即
ち
人
々
に
働
き
か
け
、
世
の
中
を
動
か
し
、
思

う
存
分
に
腕
を
揮
っ
て
成
果
を
実
ら
せ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
し

て
二
十
年
、
「
還
暦
」
と
い
う
節
目
が
そ
こ
で
待
っ
て
い
る
。

暦
に
記
さ
れ
て
い
る
様
に
、
毎
年
新
年
を
迎
え
る
度
に
、
十

干
、
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ
で
決
ま
る
そ
の
年
の
呼
び
名
が
巡

っ
て
く
る
。
「
ひ
の
え
う
ま
」
、
「
っ
ち
の
と
う
し
」
等
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
呼
び
名
は
六
十
年
を
周
期
と
し
て
い
る
の
で
、

還
暦
を
迎
え
た
年
に
最
初
生
ま
れ
た
時
の
呼
び
名
が
戻
っ
て
く

る
。
新
た
に
赤
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
人
生
を
出
直
そ
う
、
と

い
う
の
が
還
暦
の
意
義
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
十
年
、
七
十
歳

と
な
っ
て
「
古
希
」
と
呼
ば
れ
る
歳
に
な
る
。
昔
は
"
人
生
五

十
年
"
と
言
わ
れ
て
、
五
十
年
生
き
る
の
は
精

一
杯
の
こ
と
だ

っ
た
か
ら
、
七
十
年
も
生
き
延
び
る
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
無

か
っ
た
。
「
古
今
希
な
り
」
と
い
う
の
が
古
希
の
語
源
で
あ
る
。
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そ
の
後
八
十
歳
で
「
傘
寿
」
、
九
十
歳
で
「
卒
寿
」
、
百
歳

で
は
「
百
寿
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
数
字
の
形

を
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
九
十
九
歳
は
百
歳
か
ら

一
歳
を
差
し
引
く
と
い
う
意
味

で
、
「
白
寿
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
格
別
目
出
度

い
歳
と
し
て
「
喜
寿
」
、
「
米
寿
」
が
定
ま
っ
て
い
る
。
前
者



は
七
十
七
歳
、
後
者
は
八
十
八
歳
だ
が、

か
ら
来
た
呼
び
名
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
も
数
字
の
形

経
過
時
間
へ
の
感
覚

さ
て
米
寿
を
迎
え
た
私
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く
こ
の
歳
ま

で
生
き
て
来
ら
れ
た
も
の
だ
と
、
我
な
が
ら
感
心
し
て
い
る
。

し
か
し
昔
を
静
か
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
幼
か
っ
た
頃
の

一

年
が
知
何
に
長
か
っ
た
か
、
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
最
近
の

一
年
は
、
瞬
く
聞
に
過
ぎ
去
っ
て
行
く
で
は
な
い

か
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に

時
間
の
経
過
に
対
す
る
感
覚
は
、
「
経
過
時
間
の
生
存
時
間
に

対
す
る
比
」
で
定
ま
っ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
感
覚

量
は
本
来
無
次
元
量
で
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
上
記
の
定

義
で
二
つ
の
時
間
の
聞
の
比
の
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い

と
も
合
理
的
で
あ
る
。
経
過
時
聞
が
同
じ
で
も
、
幼
い
頃
は
生

来
の
生
存
時
間
が
短
い
か
ら
、
こ
の
比
の
値
は
比
較
的
高
め
と

な
る
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
老
年
期
と
も
な
れ
ば
生
存
時
間
は

著
し
く
長
め
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
比
の
値
は
小
さ
く
な

る
訳
で
あ
る
。
幼
い
時
の

一
年
に
比
べ
て
老
年
期
の

一
年
が
い

と
も
短
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

長
寿
へ
の
道
を
辿
っ
て

地
球
上
に
生
息
す
る
生
物
の
平
均
寿
命
は
、
そ
の
生
物
が
属

す
る
種
類
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
犬
や
猫
の
平

均
寿
命
は
十
五
年
程
だ
が
、
人
間
は
本
来
三
十

1
三
十
五
年
位

だ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
食
器
事
情
や
住
環

境
の
改
善
が
進
ん
だ
お
陰
で
、
戦
前
は
約
五
十
年
と
言
わ
れ
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
た
昨
今
で
は
、
既
に

平
均
寿
命
八
十
年
の
時
代
を
迎
え
て
い
る
訳
で
あ
る
。
真
に
有

り
難
い
時
代
に
な
っ
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

私
は
既
に
平
均
寿
命
を
超
え
て
い
る
が
、
過
ぎ
去
っ
た
日
々

を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
様
々
な
過
去
の
出
来
事
が
思
い
浮
か

ん
で
く
る
。

二
十
歳
の
成
人
に
達
し
た
頃
は
戦
時
中
で
、
程
な

く
軍
隊
に
取
ら
れ
た
後
は
、
嬢
て
戦
場
に
も
向
か
わ
ね
ば
な
る

ま
い
、
と
覚
悟
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
終
戦
を
迎
え
た
後
は
世
の
中
は
大
き
く
変
化
し

て
、
未
来
に
希
望
が
持
て
る
明
る
い
時
代
の
到
来
と
な
っ
た
。

嬢
て
様
々
な
出
来
事
が
相
次
い
で
起
こ
っ
て
、
目
ま
ぐ
る
し
い

戦
後
社
会
の
大
変
動
期
を
迎
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
私
が
歩
ん

だ
戦
後
史
と
も
絶
妙
に
重
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
来
た
も
の
だ
っ

た
。
記
憶
に
残
る
こ
れ
ら
の
種
々
の
出
来
事
は
忘
れ
ら
れ
な
い

小
さ
い
頃
は

一
年
が
と
て
も
長
い
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
大

人
に
な
る
為
に
は
大
変
な
時
聞
が
掛
か
り
そ
う
だ
、
と
思
っ
て

居
た
。
し
か
し
今
は

一
年
が
瞬
く
聞
に
過
ぎ
去
っ
て
行
く
の
で
、

百
歳
に
な
る
ま
で
後
十
二
年
の
期
間
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は

直
ぐ
来
て
仕
舞
い
そ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
ま
で
寿
命

が
あ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
だ
か
ら
、
今
後
の
予
想
に
つ
い
て

は
慎
ん
だ
方
が
良
さ
そ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
よ
り
は
経
過
時
間
に
対
す
る
感
覚
が
、
実
は
年
齢
と
共

に
鈍
感
に
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
言
う
事
実
に
注
目
し
よ
う
。

「
春
宵

一
刻
値
千
金
」
と
い
う
言
葉
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
千

金
に
値
す
る
程
の
大
切
な
時
間
が
忽
ち
の
中
に
過
ぎ
去
っ
て
し

ま
う
と
言
う
思
い
が
す
る
の
は
、
時
の
移
り
変
わ
り
を
大
切
に

見
守
ろ
う
と
す
る
心
が
、
実
は
其
処
に
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
歳
を
取
っ
た
結
果
時
間
を
無
駄
に
過
ご
し
て
も
平
気
で
い

ら
れ
る
と
い
う
無
頓
着
さ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知
何
に

も
情
け
な
い
仕
儀
で
あ
る
。
だ
が
理
屈
で
は
分
か
っ
て
い
て
も

身
体
が
つ
い
て
こ
な
い
、
と
言
う
現
実
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は

将
に
歳
を
取
っ
た
証
拠
な
の
だ
ろ
う
。
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想
い
出
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
事
柄
の
記

述
を
省
略
し
て
、
そ
の
後
に
訪
れ
た
私
の
晩
年
の
方
に
、
目
を

向
け
る
こ
と
に
す
る
。

満
六
十
歳
を
超
え
た
翌
年
、
即
ち
昭
和
六
十

一
年
三
月
に
、

私
は
東
京
工
業
大
学
を
「
停
年
」
で
退
官
し
た
。
教
育
・
研
究

と
言
う
本
職
に
専
念
し
て
過
ご
し
て
き
た
私
は
、
そ
れ
ま
で
は

無
我
夢
中
で
ひ
た
す
ら
に
前
を
向
い
て
の
み
歩
ん
で
き
た
の
だ

っ
た
が
、
停
年
と
い
う
節
目
に
出
逢
っ
た
こ
と
で
、
今
後
次
々

に
迎
え
る
こ
と
に
な
る
筈
の
新
し
い
節
目
に
対
し
て
、
身
構
え

始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

程
な
く
私
は
六
十
五
歳
と
い
う
年
齢
に
到
達
し
た
。
世
間
で

は
六
十
五
歳
以
上
の
人
達
の
こ
と
を
「
高
齢
者
」
と
呼
ん
で
い

る
。
し
か
し
自
ら
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
ま
だ
ま
だ
老
人
と
言

わ
れ
る
に
は
ほ
ど
遠
く
、
引
き
続
き
私
立
大
学
に
職
を
得
て
、

教
育

・
研
究
の
仕
事
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
満
七

十
歳
を
超
え
た
年
、
そ
れ
ま
で
這
か
彼
方
に
あ
る
と
思
っ
て
い

た
「
第
二
の
停
年
」
が
私
を
待
っ
て
い
た
。
い
よ
い
よ
正
真
正

銘
の
停
年
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
後
の
私
の
日
々
の
生
活
は
、

「サ
ン
デ
ー
毎
日
」
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
老
人
の
仲
間

入
り
を
し
た
と
言
う
実
感
が
、
少
し
宛
迫
っ
て
く
る
。
世
間
で

は
そ
れ
で
も
七
十
五
歳
ま
で
を
「
前
期
高
齢
者
」
と
呼
ぶ
そ
う

だ
が
、
将
に
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
程
な
く
満
七
十
五
歳
の
誕
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生
日
を
迎
え
る
と
、
そ
れ
以
降
は
「
後
期
高
齢
者
」
で
あ
る
と

宣
言
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
遂
に
本
格
的
な
老
人
に
な
っ
た
と
実

感
し
た
の
は
、
そ
の
時
で
あ
っ
た
。

我
が
家
の
書
斎
で
過
ご
す
毎
日
が
平
常
化
す
る
と
、
知
ら
な

い
聞
に
意
識
状
態
も
変
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
七
十
五
歳

を
境
目
と
し
て
老
境
に
近
付
い
た
と
感
じ
た
の
は
、
こ
の
こ
と

と
も
関
係
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
の
十
年
は
瞬
く
聞

に
過
ぎ
去
っ
て
、
遂
に
八
十
五
歳
を
迎
え
る
。
更
に

一
段
と
老

境
の
深
み
に
入
っ
た
と
実
感
し
た
の
は
、
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。

長
年
付
き
合
っ
て
き
た
数
人
の
親
し
い
友
人
達
が
、
相
次
い
で

こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。
長
寿
は
目
出
度

い
こ
と
だ
と
人
は
言
う
が
、
友
人
達
が
去
っ
て
仕
舞
っ
た
後
を
、

独
り
黙
々
と
生
き
て
行
く
状
況
を
言
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
目
出
度
い
よ
り
は
い
と
も
淋
し
い
こ
と
な
の
だ
。

四

む
す
び

米
寿
を
迎
え
て
の
感
想
を
綴
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
浮
き
立

つ
様
な
喜
び
で
は
無
く
、
む
し
ろ
静
か
に
染
み
通
っ
て
行
く
様

や
寂
審
感
で
あ
っ
た
。
何
時
ま
で
も
若
い
と
自
分
に
言
い
聞
か

せ
な
が
ら
長
年
の
歳
月
を
過
ご
し
て
き
た
私
だ
っ
た
が
、
そ
の

裏
で
は
、
何
時
ま
で
も
元
気
で
い
た
い
と
い
う
願
望
と
、
老
人

に
な
る
の
は
ま
だ
ま
だ
先
で
よ
い
と
い
う
独
り
よ
が
り
と
が
、

そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
自
然
は
個
人
の
思

い
と
は
関
わ
り
な
く
、
そ
の
大
き
な
力
で
迫
っ
て
く
る
。
老
い

の
進
行
は
将
に
そ
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
逃
れ
よ
う
も
無
い
そ
の

現
実
を
正
面
か
ら
正
直
に
受
け
止
め
て
、
事
態
を
正
視
す
る
べ

き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、

八
十
八
年
に
亘
っ
て
積
み
上
げ
て
き

た
私
独
自
の
長
い
歴
史
が
、
其
処
に
あ
っ
た
。
史
実
の
背
景
を

支
え
て
い
た
年
齢
と
は
別
に
、
若
さ
か
ら
老
い
へ
向
け
て
の
微

妙
な
変
化
が
、
実
は
そ
れ
に
伴
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
、
気
付
か
さ
れ
た
。

長
い
間
老
い
と
い
う
も
の
を
考
え
た
こ
と
は
無
か
っ
た
。
フ

ト
気
が
付
い
て
自
分
が
既
に
老
人
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
時
、

老
い
を
実
感
し
た
こ
と
に
感
動
し
た
。
そ
し
て
遂
に
そ
の
時
が

訪
れ
た
の
だ
、
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
自
分
は
老
人
で
あ
り
、

今
後
命
の
続
く
限
り
老
人
以
上
の
も
の
に
変
わ
る
こ
と
は
無

3
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何
処
ま
で
も
続
く
老
人
の
道
!
米
寿
は
そ
の
道
の
入
り
口

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
思
っ
て
居
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


