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古
稀
に
な
っ
て
み
る
と
、
古
稀
と
還
暦
と
は
大
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
還
暦
の
頃
は
、
論
文
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
新
稿
を
四
つ

も
書
き
下
ろ
し
、
そ
れ
を
拙
著
『
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』（
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
し
て
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
出
来
不
出
来
は
別

に
し
て
、
結
構
元
気
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
一
方
、
古
稀
の
今
は
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
た
。
論
文
が
書
け
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
書
こ

う
と
し
て
も
、書
く
た
め
の
根
気
や
粘
り
が
つ
い
て
こ
な
い
。こ
れ
が
老
い
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
古
稀
を
実
感
し
て
い
る
。

　

私
は
北
海
道
大
学
を
定
年
退
職
し
た
後
、
法
政
大
学
に
六
年
間
在
職
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
。
研
究
・
教
育
の
仕
事
に
引
き
続
い
て
従
事
で

き
た
こ
と
を
、
本
当
に
有
り
難
く
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
間
、
研
究
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
、
承
久
の
乱
か
ら
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
至
る

時
期
の
政
治
史
で
あ
る
。
そ
の
勉
強
を
基
に
「
日
本
史
特
講
」（
半
期
）
の
授
業
を
毎
年
継
続
し
、
鎌
倉
時
代
史
と
し
て
一
応
の
完
結
に
こ
ぎ
つ

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
授
業
か
ら
受
け
る
刺
激
と
緊
張
ほ
ど
勉
強
に
役
立
つ
も
の
は
な
い
、
と
あ
ら
た
め
て
実
感
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
古
稀
の
私
に
は
、
も
は
や
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
を
論
文
に
す
る
余
力
は
な
い
。
心
残
り
な
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
勉
強

が
全
く
の
無
駄
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
間
た
ま
た
ま
一
般
向
け
の
図
書
に
、
平
安
末
・
鎌
倉
時
代
史
の
概
説
を
叙
述
す
る
機
会
に
恵

ま
れ
た（『〔
天
皇
の
歴
史
４
〕天
皇
と
中
世
の
武
家
』．
講
談
社
、二
〇
一
一
年
）。
も
と
よ
り
一
般
書
と
し
て
の
性
格
上
、史
料
解
釈
も
論
証
過
程
も
省
き
、

論
点
も
極
力
絞
り
、
結
論
の
み
を
書
く
し
か
な
か
っ
た
し
、
特
に
鎌
倉
時
代
後
期
の
叙
述
は
ペ
ー
ジ
数
の
し
わ
寄
せ
を
受
け
、
説
明
不
十
分
な

書
き
足
り
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
埋
も
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
っ
た
卑
見
の
数
々
が
日
の
目
を
見
た
よ
う
に
感
じ

ら
れ
て
、
救
わ
れ
た
思
い
に
な
っ
た
。
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心
残
り
と
い
え
ば
、
そ
れ
に
は
二
種
類
あ
ろ
う
。
一
つ
は
答
の
見
通
し
が
既
に
つ
い
て
い
る
類
で
、
そ
れ
を
ま
だ
文
章
に
し
て
い
な
い
と
か
、

不
十
分
な
形
で
し
か
書
い
て
い
な
い
と
い
う
心
残
り
で
あ
る
。
い
ま
述
べ
た
鎌
倉
時
代
の
諸
問
題
な
ど
は
こ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
挙
げ
れ
ば
い

ろ
い
ろ
き
り
が
な
い
け
れ
ど
も
、
一
応
の
見
通
し
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
満
足
す
れ
ば
、
諦
め
も
つ
く
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
も
う
一
つ
の
心
残
り
の
方
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
は
長
年
考
え
続
け
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
に
も
答
が
見
出
せ
な
い
、

と
い
う
類
の
問
題
で
あ
る
。
つ
い
に
事
件
を
迷
宮
入
り
に
さ
せ
た
ま
ま
定
年
退
職
す
る
刑
事
に
も
似
て
、
心
が
息
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
類
の
心
残
り
で
最
も
気
に
な
っ
て
い
る
問
題
を
挙
げ
る
と
、
そ
れ
は
、
一
三
五
一
（
観
応
二
）
年
に
足
利
尊
氏
・
義
詮
父
子
が
い
わ
ゆ
る

南
朝
に
降
伏
し
た
事
件
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
で
死
去
し
て
か
ら
十
年
を
経
て
、
一
三
四
〇
年
代
の
末
に
は
南
朝
方
の
退
潮
が
明
瞭
に

な
り
、
内
乱
は
終
結
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
幕
府
の
内
部
分
裂
が
発
生
し
、
そ
れ
ま
で
仲
良
く
二
人
三
脚
で
や
っ
て
き

た
尊
氏
と
直
義
の
兄
弟
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
（
観
応
擾
乱
）。
そ
の
抗
争
が
深
刻
化
す
る
な
か
、
尊
氏
・
義
詮
は
南
朝
に
降
伏
し
た
。
尊
氏
は

直
義
を
鎌
倉
で
殺
す
も
、
一
方
、
京
都
は
勢
い
づ
い
た
南
朝
方
に
占
領
さ
れ
、
北
朝
の
光
厳
・
光
明
・
崇
光
三
上
皇
が
捕
ら
え
ら
れ
て
賀
名
生
（
南

朝
の
皇
居
）
に
連
行
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た
。
尊
氏
・
義
詮
は
降
伏
を
破
棄
し
、
後
光
厳
天
皇
を
独
断
で
擁
立
し
て
、
京
都
の
朝
廷
と
幕

府
を
立
て
直
す
が
、
こ
の
混
乱
の
傷
は
深
く
、
以
後
、
内
乱
は
長
期
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

尊
氏
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
、
直
義
に
勝
つ
自
信
を
失
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
南
朝
に
降
伏
す
る
と
は
何
事
で
あ
ろ
う
か
。
南

朝
に
な
ぜ
降
伏
し
て
よ
い
の
か
、
尊
氏
の
身
に
な
っ
て
い
く
ら
弁
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
私
に
は
そ
の
理
屈
が
考
え
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

南
朝
に
降
伏
す
る
と
は
、
南
朝
の
天
皇
（
後
村
上
）
を
認
め
、
南
朝
の
年
号
（
正
平
）
を
用
い
北
朝
の
天
皇
（
崇
光
）
を
退
位
さ
せ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
今
ま
で
尊
氏
は
北
朝
の
皇
統
を
確
立
す
る
こ
と
に
営
々
と
勤
し
ん
で
き
た
。
そ
の
努
力
が
無
に
帰
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、

当
然
な
が
ら
敵
方
の
南
朝
の
天
皇
の
権
威
は
、
一
時
的
に
せ
よ
、
一
挙
に
高
ま
っ
た
。
一
体
全
体
、
尊
氏
自
身
の
立
場
は
ど
う
な
る
の
か
。
自

ら
墓
穴
を
掘
っ
た
愚
か
な
行
為
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
彼
の
行
動
を
み
て
、
尊
氏
を
状
況
主
義
者
と
呼
ぶ
説
も
あ
る
。
義
詮
は
一
層
の
輪
を
か
け
た
状
況
主
義
者
で
、
尊
氏
は
義
詮
に

引
っ
張
ら
れ
た
と
の
見
方
も
あ
る
。
義
詮
が
主
導
的
で
、
尊
氏
が
義
詮
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
尊
氏
が
南
朝

へ
の
降
伏
を
認
め
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
彼
も
そ
れ
を
宜
し
と
判
断
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
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そ
れ
ま
で
の
尊
氏
は
、
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
、
決
し
て
状
況
主
義
者
で
も
御
都
合
主
義
者
で
も
な
か
っ
た
。
後
醍
醐
天
皇
と
の
関
係
に

そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
建
武
政
府
が
内
部
抗
争
を
抱
え
つ
つ
、
全
国
各
地
の
反
乱
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
頃
、
尊
氏
は
、
後

醍
醐
の
命
を
受
け
て
反
乱
鎮
圧
の
先
頭
に
立
と
う
と
し
た
。
彼
は
後
醍
醐
に
謀
反
を
起
こ
し
た
と
言
わ
れ
ぬ
よ
う
に
、
実
に
慎
重
に
行
動
し
た
。

事
実
経
過
を
み
れ
ば
、
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
後
醍
醐
の
方
で
あ
る
。

　

二
人
の
決
裂
が
決
定
的
に
な
り
、
尊
氏
が
京
都
を
追
わ
れ
て
西
に
逃
げ
た
一
三
三
六
年
二
月
、
尊
氏
は
つ
い
に
後
醍
醐
と
の
連
携
を
諦
め
、

持
明
院
統
（
後
伏
見
・
光
厳
）
を
担
ぐ
方
向
に
転
換
す
る
。『
梅
松
論
』（
京
大
本
）
は
持
明
院
統
と
の
連
携
を
勧
め
る
赤
松
円
心
の
台
詞
と
し
て
、

　
　

持
明
院
殿
ハ
天
子
ノ
正
統

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
正
統
」〈
し
ょ
う
と
う
〉
の
言
葉
こ
そ
、
尊
氏
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
武
士
が
認
め
る
最
も
重
要
な
天
皇
の
価
値
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
持
明
院
統
が「
正
統
」と
認
め
ら
れ
た
そ
の
瞬
間
に
、後
醍
醐
は
も
は
や
天
皇
と
し
て
の
価
値
を
も
た
な
い
存
在
と
な
る
。「
正

統
」
の
価
値
観
が
共
有
さ
れ
て
い
る
限
り
、
後
醍
醐
と
持
明
院
統
と
は
共
存
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

尊
氏
は
光
厳
上
皇
を
「
正
統
」
と
し
て
「
治
世
」
に
担
ぎ
、
京
都
を
奪
還
す
る
や
、
三
六
年
八
月
に
光
明
天
皇
（
光
厳
の
弟
）
を
即
位
さ
せ
た
。

そ
し
て
、
十
月
に
後
醍
醐
と
和
睦
し
、
そ
の
男
子
を
皇
太
子
に
立
て
、
後
醍
醐
を
太
上
天
皇
と
し
て
京
都
に
迎
え
た
。
こ
れ
は
後
醍
醐
に
光
明

即
位
を
認
め
さ
せ
た
点
に
お
い
て
、
尊
氏
の
大
き
な
政
治
的
勝
利
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
後
醍
醐
は
自
ら
の
「
正
統
」
の
地
位
は
揺

る
が
な
い
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、す
ぐ
に
そ
の
非
を
悟
っ
た
ら
し
く
、十
二
月
に
京
都
を
脱
出
し
て
吉
野
に
逃
れ
、

尊
氏
と
の
抗
争
を
再
開
す
る
が
、
も
は
や
頽
勢
は
止
め
よ
う
も
な
か
っ
た
。

　

尊
氏
の
困
難
は
、後
醍
醐
と
の
連
携
と
い
う
最
良
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、彼
は
、光
厳
を
後
醍
醐
に
替
わ
る
「
正
統
」

に
盛
り
立
て
て
そ
の
苦
境
を
乗
り
越
え
、
朝
廷
・
幕
府
体
制
の
再
建
と
い
う
課
題
を
着
実
に
実
現
さ
せ
た
。
こ
こ
ま
で
の
彼
の
行
動
は
納
得
し

や
す
い
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
、尊
氏
に
と
っ
て
、光
厳
を
「
正
統
」
と
し
て
護
る
こ
と
は
か
け
が
え
の
な
い
原
則
で
あ
る
に
相
違
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
一
三
五
一
年
、
彼
は
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
原
則
で
あ
る
は
ず
の
も
の
を
あ
っ
さ
り
と
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
光
厳
は
蔑
ろ
に

さ
れ
、
そ
の
「
正
統
」
の
権
威
は
貶
め
ら
れ
た
。
こ
の
南
朝
へ
の
降
伏
は
、
ま
こ
と
に
異
様
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
以
上
に
辿
っ
た
彼
の
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行
跡
と
対
比
さ
せ
れ
ば
、
こ
の
異
様
さ
は
鮮
明
に
な
ろ
う
。

　

問
題
は
、
尊
氏
に
と
っ
て
、
天
皇
と
い
う
存
在
の
も
つ
意
味
に
変
化
が
起
き
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ど
の
天
皇
が
「
正
統
」

で
あ
る
か
を
見
分
け
、
そ
の
「
正
統
」
と
信
じ
た
天
皇
を
護
ろ
う
と
す
る
の
が
、
平
安
時
代
以
来
の
武
士
の
精
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
精
神
は
尊

氏
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
つ
い
に
変
質
し
、
衰
弱
す
る
時
代
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
尊
氏
の
精
神
も
そ
の
変
化
の
波
に
の
み
込
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
見
極
め
が
つ
か
な
い
。

　

か
か
る
時
代
の
変
化
と
い
う
よ
う
な
見
方
で
、
簡
単
に
事
が
済
ま
さ
れ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
尊
氏
の
南
朝
へ
の
降
伏
そ
れ
自

体
は
、
全
く
の
失
策
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
彼
が
こ
の
よ
う
な
過
誤
を
犯
さ
ず
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
正
統
」

光
厳
を
護
る
姿
勢
を
貫
き
通
し
て
い
た
な
ら
ば
、
室
町
幕
府
は
も
う
少
し
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
以
後
の
時

代
に
お
い
て
も
、「
正
統
」
を
重
ん
じ
る
精
神
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
に
生
き
続
け
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
、
こ
の
観
応
擾
乱
と
呼
ば
れ
る
事
件
を
境
に
し
て
、
政
治
史
上
に
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
観

応
擾
乱
は
天
皇
が
目
立
つ
最
後
の
事
件
と
な
っ
た
。
総
じ
て
、
古
代
・
中
世
の
政
治
史
上
の
事
件
の
ほ
と
ん
ど
は
天
皇
が
中
心
で
あ
る
。
事
件

は
皇
位
継
承
や
「
正
統
」
の
問
題
が
原
因
と
な
っ
て
起
き
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
観
応
擾
乱
を
最
後
に
し
て
、
以
後
、
政
治
史

上
の
事
件
か
ら
天
皇
は
退
場
し
て
し
ま
う
。
皇
位
継
承
問
題
が
政
治
的
動
乱
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
は
も
は
や
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
明

ら
か
に
政
治
史
の
構
造
は
変
化
し
、
天
皇
は
現
実
に
政
治
を
動
か
す
こ
と
の
な
い
存
在
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
尊
氏
の
南
朝
へ
の
降
伏
と
い
う
行
動
は
、
か
か
る
政
治
史
の
変
化
と
関

連
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
尊
氏
の
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
政
治
史
上
の
変
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
尊
氏
は
南
朝
に
降
伏
し
た
の
か
。
疑
問
は
循
環
し
、
堂
々
巡
り
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
私
の
前
に
立
ち

は
だ
か
る
壁
で
あ
る
。
こ
の
壁
を
崩
せ
な
い
の
は
、
私
の
考
え
方
、
発
想
、
方
法
に
何
か
欠
陥
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
私
の
や
っ

て
き
た
こ
と
全
体
の
欠
陥
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
不
安
が
行
き
来
す
る
。

　

以
上
、
無
意
味
な
駄
文
を
綴
る
だ
け
に
な
っ
た
。
こ
の
不
始
末
を
陳
謝
し
、
最
後
に
、
法
政
大
学
に
お
け
る
新
鮮
で
幸
せ
な
日
々
を
お
許
し

く
だ
さ
れ
た
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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