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古
稀
の
記

山
崎
一
穎

二
〇
〇
九
年
三
月
、
七
十
歳
で
定
年
を
迎
え
る
。
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
の
専
任
講
師
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
、
一

九
七
〇
年
四
月
で
あ
る
。
三
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
三
十
九
年
間
の
大
学
教
師
生
活
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
顧
み
れ
ば
、
大
学
を
卒
業

後
、
千
葉
県
立
船
橋
高
等
学
校
の
夜
間
の
定
時
制
の
専
任
教
諭
と
し
て
八
年
間
勤
め
て
跡
見
へ
移
っ
た
。
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
近
代

文
学
（
散
文
）
の
最
初
の
講
座
の
担
当
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。

私
の
三
十
代
は
教
育
に
、
四
十
代
は
行
政
職
に
、
五
十
代
は
研
究
に
、
六
十
代
は
再
び
行
政
職
に
比
重
が
置
か
れ
て
来
た
。
ほ
ぼ
十

年
ご
と
に
自
己
の
立
つ
位
置
が
変
わ
り
、
緊
張
と
新
た
な
る
決
意
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
マ
ン
ネ
リ
に
な
ら
な
か
っ

た
人
生
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
二
〇
〇
六
年
三
月
学
長
職
を
退
き
、
あ
と
三
年
勤
め
て
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
と
思
っ
た
時
か
ら
歯
車
が

狂
い
始
め
た
。

定
年
後
は
私
の
研
究
対
象
で
あ
る
森

外
の
生
誕
地
、
島
根
県
鹿
足
郡
津
和
野
町
の
森

外
記
念
館
へ
行
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
一

九
九
五
年
三
月
、

外
生
家
の
裏
に
日
本
最
初
の
森

外
記
念
館
が
開
館
し
た
。
私
は
こ
の
記
念
館
の
展
示
監
修
を
し
、
現
在
運
営
協

議
会
の
会
長
を
勤
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
あ
と
十
年
研
究
す
べ
き
資
料
が
あ
る
。

ま
さ
か
二
〇
〇
七
年
四
月
に
跡
見
学
園
中
学
校
高
等
学
校
の
校
長
に
就
任
す
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
先
任
者
の
残
任
期
間
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一
年
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
ま
あ
い
い
か
と
思
っ
た
が
、
再
任
と
い
う
こ
と
で
大
学
定
年
後
三
年
間
は
校
長
職
を
務
め
る
こ
と
に

な
り
、
津
和
野
定
住
は
夢
と
消
え
た
。

儘
な
ら
ぬ
の
も
人
生
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
健
康
面
も
同
じ
で
あ
る
。
六
十
四
歳
の
時
、
癌
の
手
術
を
し
た
。
そ
れ
も

三
箇
所
癌
に
冒
さ
れ
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
計
算
で
き
な
い
の
も
人
生
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

大
学
受
験
も
一
年
浪
人
し
、
大
学
院
も
修
士
、
博
士
と
一
年
浪
人
し
て
い
る
。
自
分
で
も
頭
が
良
い
と
は
思
っ
た
こ
と
は
な
い
。
学

問
の
楽
し
さ
を
識
っ
た
の
は
、
大
学
四
年
次
の
卒
業
論
文
を
書
い
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。「
森

外
の
歴
史
小
説
研
究
」
を
五
〇
〇
枚

提
出
し
た
時
、
も
っ
と
学
問
し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
以
来
、

外
一
筋
に
資
料
を
求
め
、
資
料
に
語
ら
せ
る
方
法
で
研
究
を
進
め
て

来
た
。

私
は
還
暦
を
迎
え
た
時
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
り
秀
才
で
も
な
い
私
が
そ
れ
な
り
に
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
師
や
知
友
に
恵
ま

れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
私
の
学
問
の
上
で
も
、
大
学
の
行
政
の
上
で
も
人
に
恵
ま
れ
た
と
い
う
思
い
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
私
は
「
人
は
人
に
出
会
っ
て
人
と
な
る
」
と
い
う
言
葉
を
書
い
た
り
、
話
し
た
り
し
て
い
る
。
三
十
九
年
間
職
場
を
同

じ
く
し
た
教
職
員
の
み
な
さ
ん
に
感
謝
し
た
い
。

教
師
と
し
て
い
い
教
師
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
私
の
定
年
に
際
し
て
ゼ
ミ
の
卒
業
生
が
最
終
講
義
と
パ
ー
テ
ィ
を
企

画
し
て
い
る
。
ゼ
ミ
生
の
総
数
五
一
四
名
で
二
六
〇
名
ほ
ど
参
加
の
意
志
を
示
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

野
草
料
理
研
究
部
の
顧
問
と
し
て
は
、
熱
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
野
草
酒
を
自
分
で
作
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
、
三
十
代
は
学
生
と

合
宿
を
共
に
し
た
。
食
べ
ら
れ
る
野
草
を
ず
い
ぶ
ん
覚
え
た
。
江
戸
後
期
の
米
沢
藩
主
上
杉
鷹
山
に
「
か
て
も
の
」
と
い
う
著
書
が
あ

る
。
東
北
の
飢
饉
の
時
、
食
べ
ら
れ
る
野
草
を
紹
介
し
た
本
で
あ
る
。
そ
の
後
日
本
の
陸
軍
省
が
こ
の
種
の
本
を
出
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。

研
究
者
と
し
て
は
、
藩
札
教
授
に
だ
け
は
な
る
ま
い
と
努
め
て
き
た
。

外
は
『
本
家
分
家
』（
生
前
未
発
表
）
に
於
い
て
、「
博
士
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の
祖
父
か
ら
博
士
の
母
を
通
じ
て
、
一
種
の
気
位
の
高
い
、
冷
眼
に
世
間
を
視
る
風
と
、
平
素
実
力
を
養
つ
て
置
い
て
、
折
も
あ
つ
た

ら
立
身
出
世
を
し
よ
う
と
云
ふ
志
と
が
伝
わ
つ
て
ゐ
た
」
と
森
家
の
〈
家
風
と
立
志
〉
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

外
研
究
家
た
ち
は
必
ず
引
用
す
る
が
、
何
故
「
冷
眼
に
」
世
間
を
見
下
す
の
か
、
そ
の
理
由
を
誰
も
明
ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
。

私
は
一
念
発
起
し
て
資
料
の
発
掘
に
努
め
て
き
た
。
資
料
を
以
て
ほ
ぼ
解
明
出
来
た
と
確
信
し
た
時
、
十
年
経
っ
て
い
た
。

二
〇
〇
五
年
六
月
、
某
家
の
人
か
ら
我
が
家
は
森
家
の
親
戚
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
よ
く
分
ら
な
い
の
で
調
べ
て
ほ
し
い
と
言
っ

て
先
祖
書
き
を
渡
さ
れ
た
。
一
年
か
け
て
読
み
解
き
、
森
家
の
分
家
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

外
を
生
ん
だ
本
家
と
は
交
流
が
な

い
。
何
故
か
。
そ
れ
は
幕
末
に
分
家
の
方
が
禄
高
が
高
い
。

外
の
父
母
は
そ
れ
を
承
知
し
て
お
り
、

外
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。

本
家
は
上
京
す
る
。
分
家
は
益
田
に
止
ま
り
、
や
が
て
韓
半
島
の
木モ

ク

浦ポ

へ
移
る
。
維
新
後
の
士
族
の
運
命
を
思
い
つ
つ
、
こ
ん
な
発

見
は
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
。

も
う
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
。
そ
れ
は
森
家
の
墓
石
の
発
見
で
あ
る
。

外
の
墓
所
は
、
東
京
三
鷹
の
禅
林
寺
に
あ
る
。
森
家

の
累
代
の
墓
域
は
、
津
和
野
の
永
明
寺
に
あ
る
。
墓
石
の
発
見
は
津
和
野
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

墓
地
か
ら
下
っ
た
薮
で
小
用
を
足
す
つ
も
り
で
歩
き
始
め
る
と
、
倒
れ
か
か
っ
た
墓
石
に
足
が
引
っ
掛
か
っ
た
。
仏
罰
が
当
っ
た
か

な
と
一
瞬
思
っ
た
。
私
の
靴
の
先
が
墓
石
の
苔
を
削
い
だ
。
横
棒
が
三
本
目
に
飛
び
込
ん
だ
。
こ
ん
な
所
に
邪
魔
な
墓
石
だ
と
舌
打
ち

を
し
、
立
止
ま
っ
て
苔
を
少
し
落
し
た
。
倒
れ
か
か
っ
て
い
た
の
で
見
え
た
の
は
裏
面
で
あ
る
。「
森
周
庵
子
息
　
俗
名
　
嘉
吉
墓
」

と
読
め
た
。

津
和
野
で
は
一
八
六
七
年
寺
社
の
統
廃
合
が
行
わ
れ
、
森
家
の
墓
所
も
分
散
し
た
。
一
九
一
六
年

外
の
意
志
で
永
明
寺
に
集
め
ら

れ
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
度
の
発
見
の
墓
石
は
、
一
九
一
六
年
に
取
り
洩
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

永
明
寺
の
墓
石
の
発
見
で
興
奮
し
た
が
、
す
で
に
住
職
は
知
っ
て
い
た
。
結
果
、
寺
僧
が
発
見
し
、

外
研
究
家
の
山
崎
が
確
認
し

た
旨
を
町
長
が
森
家
へ
伝
え
た
。
津
和
野
町
が
墓
石
を
森
家
の
墓
域
に
移
し
、
供
養
し
め
で
た
く
解
決
し
た
。
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町
長
が
慰
労
会
を
し
て
く
れ
た
。
私
は
少
々
調
子
に
乗
っ
て
、
町
長
、
森
家
の
「
過
去
帳
」
と
照
し
て
あ
と
三
基
不
明
で
す
と
申
し

上
げ
た
。
す
か
さ
ず
町
長
か
ら
山
崎
先
生
も
う
見
つ
け
な
い
で
下
さ
い
と
言
わ
れ
、
一
同
笑
っ
て
お
開
き
に
な
っ
た
。

森
家
の
「
過
去
帳
」
を
保
存
し
て
い
る
光
明
寺
で
写
真
撮
影
を
許
し
て
貰
っ
た
。「
過
去
帳
」
と
「
墓
石
」
の
照
合
か
ら
、
従
来
の

継
承
代
数
に
疑
義
を
呈
し
た
こ
と
も
楽
し
い
推
理
で
あ
っ
た
。
光
明
寺
の
お
嬢
さ
ん
が
跡
見
の
短
大
の
卒
業
生
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
不

思
議
な
縁
を
感
じ
た
。

好
き
で
調
べ
、
読
ん
で
き
た

外
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。

外
の
ド
イ
ツ
留
学
の
一
八
八
八
年
ベ
ル
リ
ン
の

都
市
の
再
現
は
、
哲
学
者
某
氏
の
業
績
で
あ
り
、
多
く
の

外
研
究
者
も
脱
帽
し
て
い
る
。
某
氏
こ
そ
本
学
の
神
山
伸
弘
さ
ん
で
あ
る
。

私
は

外
の
伝
記
を
『
森

外
論
攷
』
に
ま
と
め
た
。
学
位
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
集
に
は

外
の
留
学
時
代
が
欠
落
し
て
い
る
。

『
二
生
を
行
く
人
　
森

外
』
で
、
家
族
が
ベ
ル
リ
ン
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
再
び
ベ
ル
リ
ン
と
移
動
す

る

外
宛
に
差
し
出
す
書
簡
に
つ
い
て
紹
介
し
、
日
記
と
併
せ
て

外
の
留
学
生
活
を
記
述
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
活
の
現
場
、
ベ

ル
リ
ン
の
都
市
空
間
に
及
ん
で
い
な
い
。
蟹
は
甲
羅
に
似
せ
て
穴
を
掘
る
と
言
う
。
己
の
能
力
を
考
え
れ
ば
、
今
は
神
山
論
文
を
そ
う

な
の
か
、
そ
う
な
ん
だ
と
頷
き
な
が
ら
楽
し
く
拝
見
し
て
い
る
。

酒
席
に
な
る
と
、
嶋
田
英
誠
兄
か
ら
神
山
さ
ん
を
邪
道
へ
誘
い
込
ん
だ
山
崎
は
悪
い
と
言
わ
れ
る
。
神
山
さ
ん
は
笑
っ
て
答
え
ず
。

一
言
、
文
学
者
は
調
べ
な
い
か
ら
な
あ
と
言
う
。

書
き
出
し
た
ら
止
ま
ら
な
い
。
大
学
正
門
前
に
信
号
機
が
付
い
た
の
は
、
某
先
生
の
車
の
衝
突
事
故
か
ら
だ
と
か
、
一
号
館
の
文
学

部
教
授
会
が
使
っ
て
い
る
会
議
室
前
の
大
き
い
敷
石
は
、
都
電
が
廃
止
さ
れ
た
時
の
大
塚
の
跡
見
学
園
前
の
都
電
の
敷
石
だ
と
か
、
二

号
館
の
所
に
は
学
生
寮
が
あ
り
、
そ
の
裏
道
を
逃
げ
出
し
た
豚
さ
ん
が
一
匹
歩
い
て
い
た
と
か
、
校
庭
の
土
手
に
は
土
筆
や
日
本
蒲
公

英
が
咲
き
乱
れ
て
い
た
と
か
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

学
生
会
、
バ
ス
対
策
委
員
会
主
導
で
西
武
バ
ス
乗
車
拒
否
運
動
が
あ
っ
た
か
と
思
え
ば
、
教
職
員
組
合
が
ス
ト
を
決
断
し
た
折
、
研
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究
室
の
入
口
に
〈
こ
ん
な
安
い
給
与
で
は
教
師
な
ん
か
や
っ
て
ら
れ
な
い
〉
と
書
い
て
張
り
出
し
た
。
翌
日
〈
愛
が
あ
れ
ば
〉
と
学
生

が
書
い
た
。
粋
な
学
生
だ
と
思
い
な
が
ら
も
〈
愛
の
み
で
は
生
き
得
な
い
〉
と
書
い
た
。
思
え
ば
学
生
の
方
が
大
人
で
あ
っ
た
。

教
職
員
ス
ト
は
三
日
間
の
授
業
中
止
を
し
、
大
学
バ
ス
に
〈
ス
ト
決
行
中
〉
と
書
い
て
大
学
か
ら
茗
荷
谷
の
学
園
前
ま
で
走
ら
せ
、

法
人
棟
の
前
で
決
起
集
会
を
開
催
し
た
時
の
組
合
の
三
役
の
一
人
で
あ
っ
た
。
跡
見
学
園
女
子
大
学
私
史
は
、
こ
れ
以
上
は
書
い
て
は

い
け
な
い
と
思
い
つ
つ
筆
を
擱
く
。

教
職
員
の
み
な
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
一
月
十
九
日

―
外
生
誕
の
日

―
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