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は
じ
め
に

　

高
齢
に
な
れ
ば
、
個
人
差
は
あ
る
が
心
身
の
衰
え

を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
体
力
的
に
日
常
生
活
が

困
難
に
な
っ
た
り
、
精
神
的
に
不
安
に
な
っ
た
り
、

思
考
が
衰
え
て
き
た
り
し
て
い
る
時
に
、
懐
か
し
い

メ
ロ
デ
ィ
を
聞
い
た
り
口
ず
さ
ん
だ
り
す
る
こ
と

で
、
脳
が
活
性
化
さ
れ
記
憶
が
蘇
っ
た
り
、
思
い
が

け
ず
感
情
が
吐
露
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
た
り
す
る
。

認
知
症
を
抱
え
た
高
齢
者
に
対
す
る
音
楽
療
法
で
は

音
楽
回
想
法
が
重
要
な
治
療
方
法
と
な
っ
て
き
て
い

る
。

　

我
々
は
、
こ
の
お
よ
そ
十
年
間
、
高
齢
者
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
音
楽
活
動
を
し
て
き
た
。
実
践

の
経
験
か
ら
得
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
。

一
　�
高
齢
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
の
音
楽�

活
動

　

十
一
年
前
よ
り　

習
志
野
市
内
高
齢
者
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
て
音
楽
活
動
を
月
に
一
回
一
時
間

程
度
行
っ
て
い
る
。
参
加
者
は
そ
の
日
に
通
所
さ
れ

た
高
齢
の
方
で
（
お
お
む
ね
六
十
歳
以
上
百
歳
ぐ
ら

い
ま
で
、
要
介
護
支
援
以
上
の
方
々
）
二
十
人
か
ら

三
十
人
で
あ
る
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
我
々
の
音
楽
を
聴
く
と
い
う
よ
り

は
、
参
加
型
の
能
動
的
な
形
で
あ
る
。
歌
う
場
面
で

は
キ
ー
ボ
ー
ド
の
伴
奏
で
歌
詞
幕
（
模
造
紙
に
書
か

れ
た
歌
詞
）
を
見
な
が
ら
全
員
で
歌
う
。
お
も
な
曲

は
童
謡
、
唱
歌
、
抒
情
歌
、
歌
謡
曲
、
演
歌
、
民
謡

な
ど
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
偏
ら

ず
に
選
曲
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

平
均
年
齢
は
八
十
歳
ぐ
ら
い
な
の
で
、
時
代
的
に

は
明
治
の
曲
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
の
曲

が
好
ま
れ
る
よ
う
だ
。
リ
ク
エ
ス
ト
も
受
け
付
け
て

い
る
が
、
な
か
な
か
反
応
が
な
い
の
で
、
こ
ち
ら
側

で
選
曲
を
す
る
。
そ
の
他
合
奏
も
経
験
す
る
。
こ
の

場
合
は
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
民
謡
や
ラ
テ
ン
も
の
が
好
ま

れ
る
。

　

我
々
は
三
〜
四
人
で
訪
問
し
て
い
て
、
鑑
賞
と
し

て
我
々
の
演
奏
を
聴
い
て
い
た
だ
く
が
、
な
る
べ
く

聞
い
た
こ
と
の
あ
る
音
楽
、
耳
慣
れ
て
い
る
音
楽
を

選
ぶ
よ
う
に
し
て
い
る
。

特
集
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感
想
で
は「
懐
か
し
か
っ
た
」「
思
い
出
し
た
」「
昔

の
こ
と
よ
ね
〜
」
と
か
何
度
も
言
わ
れ
る
。
歌
と
共

に
そ
の
歌
を
聴
い
た
り
、
歌
っ
た
り
し
た
時
代
を
思

い
出
さ
れ
る
。
海
や
山
な
ど
を
題
材
に
し
た
曲
で
は

育
っ
た
土
地
を
思
い
出
さ
れ
る
。
歌
の
後
に
、
必
ず

お
話
の
時
間
を
持
つ
こ
と
で
、
体
験
経
験
を
自
分
の

口
で
話
し
て
い
た
だ
く
と
他
の
参
加
者
と
の
間
で
会

話
も
は
ず
ん
で
く
る
。
セ
ン
タ
ー
の
職
員
を
は
じ
め

参
加
者
全
体
の
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
明
る
く
な
る
。

　

衰
え
が
ち
な
思
考
や
感
情
に
刺
激
を
与
え
、
そ
れ

が
日
常
生
活
の
活
性
化
そ
し
て
自
立
を
促
す
こ
と
が

で
き
る
な
ら
、
そ
の
日
だ
け
で
も
楽
し
い
、
あ
る
い

は
も
し
か
し
て
楽
し
く
な
い
沈
ん
だ
記
憶
の
中
に
い

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
音
楽
が
介
護
生
活
を
遅

ら
せ
る
、
介
護
を
予
防
す
る
手
段
と
な
れ
ば
大
い
に

活
用
す
べ
き
で
あ
る
。

二
　
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
の
コ
ー
ラ
ス
活
動

　

四
年
前
よ
り
、千
葉
市
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
て
、

趣
味
の
時
間
の
活
動
と
し
て
コ
ー
ラ
ス
指
導
を
し
て

い
る
。
月
に
一
回
一
時
間　

ピ
ア
ノ
の
あ
る
集
会
室

に
お
い
て
二
十
人
か
ら
三
十
五
人
ぐ
ら
い
の
参
加
で

行
っ
て
い
る
。
大
部
分
は
介
助
な
し
で
集
う
が
、
一

部
車
い
す
で
の
参
加
や
介
助
付
き
の
方
も
お
ら
れ

る
。

　

コ
ー
ラ
ス
と
い
っ
て
も
殆
ど
が
斉
唱
で
あ
る
。
歌

う
こ
と
が
好
き
な
方
が
多
く
、男
性
の
参
加
も
多
い
。

七
十
代
か
ら
八
十
代
の
か
た
が
多
い
。
こ
こ
で
は
歌

う
こ
と
の
み
で
、
お
よ
そ
一
〇
〜
一
一
曲
を
全
員
で

自
分
の
歌
詞
カ
ー
ド
（
事
前
に
選
曲
し
た
も
の
を
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
送
っ
て
お
く
）
を
見
な
が
ら
歌
う
。

　

選
曲
は
任
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
時
代
を
考
慮

し
て
個
々
の
好
み
も
留
意
し
な
が
ら
決
め
る
。
ジ
ャ

ン
ル
は
童
謡
、
抒
情
歌
、
歌
謡
曲
、
な
ど
で
あ
る
。

コ
ー
ラ
ス
と
い
う
こ
と
で
歌
謡
曲
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
か
と
案
じ
た
が
、
む
し
ろ
喜
ば
れ
て
い
る
。
ど

の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
そ
の
時
代
の
そ
の
曲
独
自
の
伴

奏
、
前
奏
、
間
奏
、
後
奏
を
大
事
に
す
る
。
前
奏
を

聴
い
た
だ
け
で
も
分
か
る
と
い
う
よ
う
に
、
昭
和
の

歌
謡
曲
は
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
多
く
の
国
民
が
そ

れ
を
耳
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

例
え
ば
、
古
賀
メ
ロ
デ
ィ
な
ど
は
み
ん
な
が
知
る

前
奏
で
始
ま
る
。
長
い
間
奏
も
省
略
し
な
い
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
例
え
ば
「
丘
を
越
え
て
」「
山
小
屋

の
灯
」
な
ど
。
こ
こ
で
も
曲
間
に
当
時
の
回
想
を
し

た
り
、積
極
的
に
話
を
引
き
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

最
近
で
は
戦
前
、
戦
中
に
外
来
の
曲
を
コ
ミ
カ
ル

に
し
て
日
本
語
訳
に
し
て
歌
っ
た
エ
ノ
ケ
ン
な
ど
の

「
ダ
イ
ナ
」「
私
の
青
空
」「
ア
ラ
ビ
ア
の
歌
」「
ベ
ア

ト
リ
姉
ち
ゃ
ん
」
を
歌
っ
た
時
に
は
エ
ノ
ケ
ン
（
榎

本
健
一
）
や
二
村
定
一
の
名
が
す
ぐ
出
て
、
浅
草
オ

ペ
ラ
の
話
な
ど
を
す
る
方
が
い
た
。「
あ
な
た
た
ち

若
い
の
に
よ
く
知
っ
て
る
ね
」
と
か
言
わ
れ
た
。
一

時
間
の
活
動
終
了
後
は
、
し
ば
ら
く
皆
さ
ん
は
そ
の

場
で
余
韻
を
味
わ
っ
て
い
る
。「
今
日
の
選
曲
は
よ

か
っ
た
ね
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
無
難
な
季

節
の
抒
情
歌
の
羅
列
よ
り
、
個
人
の
胸
を
打
つ
よ
う

な
選
曲
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

三
　
公
民
館
主
催
市
民
講
座
に
て

　

平
成
二
十
二
年
度
、習
志
野
市
内
の
公
民
館
に
て
、

市
民
企
画
講
座
の
第
一
回
目
と
し
て
「
み
ん
な
で
叩

い
て
楽
し
ん
じ
ゃ
お
」
と
い
う
講
座
の
一
部
を
担
当

し
た
。
企
画
委
員
と
な
り
団
塊
の
世
代
対
象
の
音
楽

講
座
を
考
え
、「
あ
の
時
こ
ん
な
歌
あ
ん
な
歌
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。
そ
の
曲
の
流
行
っ
て
い

た
当
時
の
回
想
を
交
え
、
な
る
べ
く
参
加
者
が
自
由

▲デイサービスセンターのクリスマス会
　（筆者は左）
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を
並
べ
二
十
二
年
生
ま
れ
と
の
差
か
ら

学
齢
を
見
て
い
け
ば
よ
い
と
ア
ド
バ
イ

ス
し
た
。

　

団
塊
の
世
代
は
戦
後
か
ら
昭
和
の
終

わ
り
く
ら
い
ま
で
が
共
通
の
音
楽
環
境

が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
資
料
は
そ

こ
ま
で
に
し
た
。
平
成
以
降
は
音
楽
傾

向
も
様
々
な
の
で
表
に
は
し
な
か
っ
た
。

　

人
生
の
中
で
思
い
出
し
た
い
の
は
幼

時
か
ら
輝
か
し
き
青
年
期
ぐ
ら
い
ま
で

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

戦
後
か
ら
音
楽
の
流
れ
は
ま
ず
明
る

い
歌
謡
曲
、
童
謡
の
時
代
、
外
来
の
ロ

カ
ビ
リ
ー
、
次
に
歌
声
、
フ
ォ
ー
ク
ソ

ン
グ
、
ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
な
ど

の
変
遷
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま

た
家
に
初
め
て
テ
レ
ビ
が
来
た
日
の
こ

と
、
そ
の
こ
ろ
の
番
組
で
ど
ん
な
歌
手

が
歌
っ
て
い
た
か
な
ど
を
思
い
出
す
と

同
時
に
当
時
の
家
族
の
様
子
や
学
校
、

友
達
と
の
交
流
な
ど
を
思
い
出
す
こ
と

来
事
を
記
し
た
。
例
え
ば
電
車
の
事
故
と
か
事
件
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
皇
太
子
（
当
時
）
ご
成
婚
な

ど
。
そ
し
て
当
時
流
行
し
て
い
た
曲
を
並
べ
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
曲
の
理
解
と
共
に
自
分
の
人
生
を
当
て

は
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
講
座
当
日
は
若
い
方
か
ら

高
齢
の
方
ま
で
参
加
が
あ
っ
た
の
で
、
年
号
と
年
齢

に
発
言
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

事
前
に
資
料
と
し
て
、
団
塊
の
世
代
を
代
表
す
る

昭
和
二
十
二
年
生
ま
れ
の
人
の
場
合
の
年
表
を
作
っ

て
み
た
。
実
際
の
年
齢
と
学
齢
を
幼
稚
園
か
ら
大
学

ま
で
と
そ
の
後
、
就
職
、
結
婚
、
子
育
て
な
ど
適
当

に
当
て
は
め
て
み
た
。
そ
し
て
そ
の
年
の
お
も
な
出

が
出
来
る
。

　

当
日
一
時
間
の
中
で
時
代
と
共
に
代
表
的
な
曲
を

選
ん
で
歌
っ
た
。
ま
ず
「
鐘
の
鳴
る
丘
」
昭
和
二
十

二
年
…
…
回
想
は
戦
後
の
混
乱
期
の
児
童
の
様
子
、

こ
の
曲
の
映
画
の
出
演
者
、
ラ
ジ
オ
の
こ
と
、
作
曲

者
、
童
謡
歌
手
の
こ
と
な
ど
。

1

▲市民講座資料の一部分
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以
上
の
実
践
以
外
に
も
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で

月
一
回
一
時
間
の
音
楽
活
動
を
し
て
い
る
が
、
こ
ち

ら
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
よ
り
介
護
度
が
上
が

り
認
知
症
の
か
た
の
割
合
が
多
い
。
音
楽
活
動
に
は

職
員
の
か
た
が
積
極
的
に
参
加
を
促
し
、
会
場
へ
連

れ
て
こ
ら
れ
る
。
三
〇
人
ほ
ど
に
な
る
が
懐
か
し
い

歌
に
な
る
と
、
普
段
、
言
葉
を
発
し
な
い
方
が
歌
わ

れ
た
り
、
身
振
り
を
さ
れ
た
り
、
声
に
は
出
な
く
て

も
口
を
動
か
し
て
い
る
様
子
に
職
員
の
か
た
が
驚
く

こ
と
も
あ
る
。
ま
た
感
情
が
高
ぶ
り
涙
が
止
ま
ら
な

く
な
る
方
も
い
る
。

　

回
想
を
す
る
と
、
ふ
る
さ
と
の
海
や
川
、
農
作
業

の
こ
と
、
温
泉
に
行
っ
た
こ
と
な
ど
語
ら
れ
る
。
し

か
し
大
人
数
な
の
で
多
く
の
方
の
話
が
聞
け
な
い
の

は
残
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
参
加
者
同
士

の
話
の
聞
き
合
い
が
出
来
る
と
、
交
流
も
生
ま
れ
て

来
る
と
思
わ
れ
る
。
施
設
で
の
生
活
で
よ
り
人
間
ら

し
く
、
自
分
ら
し
く
あ
る
た
め
に
音
楽
が
活
用
出
来

れ
ば
と
願
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、団
塊
の
世
代
の
元
気
な
方
か
ら
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
介
護
を
受
け
て
い
ら
れ
る

方
ま
で
、
ど
の
年
代
で
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

関
わ
ら
ず
、
音
楽
は
そ
の
人
の
人
生
に
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。
音
楽
の
心
身
に
与
え
る
影
響
を
考
え
、
だ

れ
も
が
最
後
ま
で
実
り
多
い
人
生
で
あ
る
た
め
に
、

音
楽
を
活
用
し
て
い
き
た
い
。

る
。
爽
快
感
が
残
る
結
果
と
な
っ
た
。

四
　
音
楽
教
室
「
シ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
」
に
て

　

七
年
前
よ
り　

自
宅
音
楽
教
室
に
て
六
十
代
以
上

の
か
た
を
対
象
に
「
シ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
」
と
銘
打
っ

て
懐
か
し
い
歌
と
お
し
ゃ
べ
り
の
時
間
を
設
け
て
い

る
。
は
じ
め
か
ら
参
加
し
て
い
る
二
名
の
方
の
感
想

を
記
し
て
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
「
童
謡
を
歌
う
と
子
供
時
代
を
思
い
出
し
ま
す
。

戦
後
の
歌
謡
曲
で
は
時
代
背
景
を
思
い
出
さ
せ
て
も

ら
え
ま
す
。
そ
の
頃
の
自
分
と
関
わ
っ
た
人
を
思
い

出
し
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
人
を
思
い
出
す
き
っ
か
け

に
な
り
ま
す
。
当
時
の
亡
き
人
達
に
対
す
る
感
謝
の

念
が
湧
き
出
て
き
ま
す
。
と
て
も
有
難
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
一
人
で
い
る
と
声
を
出
す
こ
と
が
な
か

っ
た
り
し
ま
す
が
、
こ
の
コ
ー
ラ
ス
を
す
る
こ
と
で

大
分
声
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」

　
「
自
分
の
中
で
は
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
記
憶

を
引
き
出
し
て
も
ら
え
ま
す
。
唱
歌
、
抒
情
歌
で
は

風
景
を
思
い
出
し
ま
す
。
心
象
風
景
と
い
う
か
。
ま

た
映
画
音
楽
で
は
懐
か
し
い
映
画
、
邦
画
洋
画
の
ス

タ
ー
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
思
い
出
し
心
が
生
き
生
き

し
ま
す
。
月
に
二
回
の
こ
の
時
間
を
大
変
楽
し
く
過

ご
し
て
い
ま
す
。
気
兼
ね
な
く
昔
の
話
が
出
来
る
の

で
楽
し
い
で
す
。」

　

次
に
歌
謡
曲
。
昭
和
二
十
九
年
「
高
原
列
車
は
行

く
」。
こ
の
年
は
「
お
富
さ
ん
」
も
ヒ
ッ
ト
し
て
子

供
か
ら
大
人
ま
で
親
し
ま
れ
る
歌
謡
曲
が
多
か
っ

た
。
回
想
は
歌
手
、
学
校
で
歌
っ
た
影
響
。
テ
レ
ビ

が
普
及
し
始
め
る
。
な
ど
の
話
。
昭
和
三
十
三
年
こ

ろ
「
ダ
イ
ア
ナ
」。
回
想
は
ロ
カ
ビ
リ
ー
熱
活
況
。

ウ
ェ
ス
タ
ン
カ
ー
ニ
バ
ル
。
三
人
男
。

　

こ
の
こ
ろ
東
京
タ
ワ
ー
完
成
な
ど
。
昭
和
三
十
六

年
こ
ろ「
と
も
し
び
」。回
想
は
う
た
ご
え
喫
茶
全
盛
。

学
生
運
動
。
六
〇
年
安
保
闘
争
な
ど
。
昭
和
三
十
八

年
「
高
校
三
年
生
」。
歌
手
に
つ
い
て
。
三
人
組
。

ほ
ぼ
高
校
生
の
時
期
が
重
な
る
。
次
の
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
。
四
十
一
年
の
ビ
ー
ト
ル
ズ
来
日
な
ど
。

昭
和
四
十
六
年
「
花
嫁
」。
四
十
年
代
に
入
り
グ
ル

ー
プ
サ
ウ
ン
ズ
か
ら
フ

ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
全
盛
。

最
後
に
昭
和
四
十
二

年
、
今
で
も
あ
ら
ゆ
る

世
代
に
好
ま
れ
る
「
星

影
の
ワ
ル
ツ
」
を
歌
っ

て
人
生
を
振
り
返
り
な

が
ら
当
時
の
世
相
と
当

時
の
歌
を
結
び
付
け
て

み
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
当

時
の
自
分
を
確
か
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を

肯
定
し
、
今
を
認
識
す

▲市民講座「あの時　こんな歌　あんな歌」（筆者中央）


