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平

良

直

道
具
が
年
を
取
る
こ
と
の
意
味

は
じ
め
に

昨
年
の
紀
要
に
お
い
て
、
筆
者
は
農
具
の
箕
が
祭
礼
や
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
伝
統
的
な
農
具
と
し
て
普
段
使

用
さ
れ
て
い
る
道
具
が
「
呪
具
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
た
。
箕
は
他
の
農
具
と
同
様
に
労
働
の
道
具
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
の
道
具
が
持
つ
特
性
（
創
造
・
生
み
出
す
力
・
野
性
的
な
も
の
の
人
間
化
な
ど
）
ゆ
え
に
、
日
常
の
生
活
世
界
と
、
人

間
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
神
・
精
霊
・
魂
・
霊
な
ど
の
異
界
、
い
わ
ば
「
向
こ
う
側
」
の
世
界
と
交
渉
す
る
通
路
・
境
界
を

象
徴
的
に
作
り
出
す
道
具
（「
呪
具
」）
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
儀
礼
の
象
徴
を
通
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
は
、
こ
ち
ら

側
の
世
界
は
、
向
こ
う
側
の
世
界
に
働
き
か
け
る
な
か
で
、
向
こ
う
側
の
世
界
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

箕
と
い
う
道
具
の
特
性
の
力
を
か
り
て
そ
の
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
箕
の
「
呪
具
」
性
を
め
ぐ
る
考
察
で
得
ら
れ
た

理
解
で
あ
っ
た
（
1
）。

箕
の
「
呪
具
」
的
使
用
が
興
味
深
い
の
は
、
道
具
と
人
間
、
さ
ら
に
広
く
と
ら
え
る
と
モ
ノ
と
人
間
、
そ
し
て
向
こ
う
側
の
世
界
、
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す
な
わ
ち
神
霊
・
魂
・
魔
・
霊
な
ど
の
世
界
も
含
め
た
人
・
モ
ノ
・
霊
威
の
分
か
ち
が
た
い
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
同
時
に
、

他
の
道
具
や
モ
ノ
も
同
様
の
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
点
に
あ
る
。
儀
礼
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
そ
の
連
続
は
、
人
と
モ

ノ
の
連
続
、
モ
ノ
と
霊
威
の
同
一
化
、
そ
し
て
モ
ノ
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
人
と
霊
威
と
の
連
続
性
、
さ
ら
に
は
そ
の
同
一
性
を
暗
示

し
て
い
る
。
日
本
の
民
俗
宗
教
的
伝
統
で
は
人
が
カ
ミ
と
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
伝
統
の
基
礎
に
は
人
と
モ

ノ
の
連
続
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

民
俗
学
が
収
集
し
た
「
俗
信
」
の
諸
事
例
は
、
庶
民
や
農
に
関
わ
る
人
に
よ
っ
て
素
朴
な
言
葉
で
語
ら
れ
、
生
活
の
言
葉
で
説
明

さ
れ
る
が
、
よ
く
よ
く
そ
の
意
味
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、
深
い
意
味
世
界
の
広
が
り
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
人
間
を
取

り
囲
む
環
境
・
建
造
物
・
生
活
の
道
具
な
ど
の
自
然
物
や
モ
ノ
と
人
間
と
の
一
貫
し
た
連
続
性
が
、
儀
礼
や
祭
礼
、
生
活
の
な
か
で

の
語
り
を
通
じ
て
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

人
と
モ
ノ
と
の
連
続
性
が
、
人
と
カ
ミ
と
の
連
続
性
の
基
礎
に
あ
る
と
い
う
と
大
胆
な
理
解
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

日
本
の
民
俗
伝
統
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ノ
に
霊
威
が
宿
る
こ
と
は
頻
繁
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
む
し
ろ
民
俗
の
世
界
は
そ
れ
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
物
・
モ
ノ
・
者
（
さ
ら
に
モ
ノ
ノ
ケ
・
鬼
な

ど
）
が
連
続
す
る
日
本
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
人
と
カ
ミ
の
連
続
性
の
基
礎
に
人
・
モ
ノ
・
霊
威
が
包
摂
さ
れ
た
次
元
を
想
定
す
る

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
理
解
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
民
俗
伝
承
に
み
ら
れ
る
人
と
モ
ノ
の
関
係
性
あ
る
い
は
連
続
性
は
、
日
本
人
の
心
性
や
精
神
性
、
ま
た
宗
教

性
を
色
濃
く
特
徴
づ
け
て
き
た
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
心
性
は
現
在
で
も
失
わ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
日
本

人
の
も
の
づ
く
り
の
基
層
に
「
魂
を
こ
め
る
」
と
い
う
精
神
文
化
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
現
代
の
大
量
生
産
の
時
代
に
お
い
て
は
、
製
造
さ
れ
た
も
の
自
体
は
日
々
消
費
さ
れ
る
商
品
で
あ
り
、
現
代
の
消
費
社
会
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の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
製
造
用
の
道
具
で
あ
る
工
場
の
機
器
の
製
作
は
お
そ
ら
く
日
本
的
も
の

づ
く
り
の
文
脈
で
魂
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
心
性
は
、
大
量
製
造
さ
れ
た
モ
ノ
で
あ
っ
て
も
、
モ
ノ

に
霊
威
が
宿
る
と
し
て
、
そ
れ
を
処
分
す
る
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
供
養
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
2
）。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

モ
ノ
に
魂
を
こ
め
る
、
と
い
う
言
葉
は
単
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
人
と
モ
ノ
の
連
続
性
が
日
本
の
伝
統
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
伝
統
は
な
に
も
日
本
だ
け
で
な
く
、
人
類
学

の
報
告
や
、
多
く
の
民
族
誌
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
一
神
教
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

厳
し
い
偶
像
崇
拝
へ
の
禁
忌
が
厳
格
化
さ
れ
る
ま
で
は
聖
性
と
物
質
性
は
分
か
ち
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
（
3
）。

こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
モ
ノ
が
聖
性
を
顕
示
し
、
人
が
そ
の
聖
性
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
あ
り
方
は
、
人
と
モ
ノ
の
関
係
の

基
礎
を
な
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

モ
ノ
と
人
の
関
係
性
、
連
続
性
を
探
求
す
る
こ
と
は
近
年
、
人
類
学
や
宗
教
学
な
ど
の
領
域
に
限
ら
ず
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達

が
ま
す
ま
す
高
ま
る
な
か
、
Ａ
Ｉ
や
人
体
工
学
の
分
野
で
も
重
要
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、

人
間
と
は
何
か
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
身
体
性
、
物
質
性
・
モ
ノ
性
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
モ
ノ
と
人
の
関
係

性
・
連
続
性
を
様
々
な
視
角
か
ら
探
求
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
人
と
モ
ノ

の
関
係
を
あ
る
民
俗
の
事
例
か
ら
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

箕
の
儀
礼
的
使
用
と
同
様
に
、
筆
者
が
人
と
モ
ノ
の
関
係
性
を
読
み
解
く
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
て
い
る
も
う
一
つ
の
民
俗
伝

統
の
事
例
と
は
、
小
正
月
の
年
中
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
道
具
の
年
取
り
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
で
は
、
道
具

が
人
と
同
じ
よ
う
に
新
し
い
年
が
明
け
る
と
あ
た
か
も
道
具
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
年
を
取
る
の
で
あ
る
。「
道
具
の
年
取
り
」
は

民
俗
誌
の
説
明
で
は
ご
く
手
短
に
紹
介
さ
れ
、
小
正
月
の
諸
儀
礼
の
ひ
と
つ
と
し
て
小
さ
く
触
れ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
こ
の
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事
例
の
詳
細
を
取
り
上
げ
た
報
告
は
少
な
い
が
、
筆
者
は
、
あ
る
種
「
素
朴
な
」
こ
の
事
例
は
、
小
正
月
の
種
々
の
予
祝
儀
礼
と
同

様
に
、
日
本
の
民
俗
伝
統
に
お
け
る
人
・
モ
ノ
・
神
霊
の
関
係
や
、
さ
ら
に
人
・
モ
ノ
・
環
境
（
自
然
）・
神
霊
（
魂
、
祖
霊
）・
道

具
・
生
産
・
創
造
と
い
っ
た
、
事
物
と
人
の
連
続
性
、
人
の
営
み
（
生
産
・
創
造
）
と
神
霊
と
の
関
係
を
読
み
解
く
き
わ
め
て
重
要

な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
道
具
が
年
を
取
る
」
と
い
う
表
現
は
、
日
本
人
で
あ
れ
ば
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
道
具
へ
の
感
謝
や
思
い
入
れ
、
新
年

に
、
そ
の
道
具
を
用
い
た
生
産
が
実
り
あ
る
よ
う
に
と
祈
願
し
、
モ
ノ
を
大
切
に
す
る
心
を
表
現
す
る
生
活
語
の
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
心
意
の
現
れ
と
し
て
そ
れ
ら
の
説
明
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
真
剣
に
そ
の
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
こ

と
が
本
稿
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ノ
に
対
す
る
感
謝
や
祈
り

の
心
意
以
上
の
意
味
を
見
い
だ
す
に
は
ど
の
よ
う
な
把
握
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

道
具
が
人
と
同
じ
よ
う
に
年
を
取
る
と
い
う
こ
の
儀
礼
の
意
味
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
「
霊
威
が
宿
る
」「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
な
ど

の
言
葉
を
当
て
は
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
儀
礼
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
た
意
味
を
取
り
こ
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
諸
民
族
の
同
様
の
現
象
を
把
握
す
る
言
葉
で
あ
り
、
人
間
の
普
遍
的
な
宗
教
的
心
意
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
語
は
注
意
深
く
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
感
謝
」
や
「
祈
願
」
の
心
意
表
現
に
落
と
し

込
ん
で
理
解
す
る
の
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
還
元
的
な
語
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
筆
者
は
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
把
握
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
は
い
な
い
。
同
時
に
、
道
具
が
年
を
取
る
こ
と
に
つ

い
て
の
説
明
で
用
い
ら
れ
る
「
感
謝
」
や
「
祈
願
」
と
い
う
こ
と
が
示
す
人
間
の
心
意
が
も
つ
奥
行
き
も
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
で

あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
語
は
、
Ｅ
・
タ
イ
ラ
ー
が
単
に
宗
教
の
進
化
論
的
な
図
式
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
の
言
葉
を
用
い
た
の

で
は
な
く
、
人
間
の
宗
教
的
な
本
性
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
に
あ
る
デ
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カ
ル
ト
的
な
二
元
論
的
な
人
と
モ
ノ
の
断
絶
を
取
り
払
っ
た
う
え
で
、
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
4
）。
確
か
に
日
本

の
民
俗
的
世
界
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
満
ち
て
い
る
と
い
え
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
通
し
て
生
き
ら
れ
て
い
る
意

味
世
界
を
深
く
読
み
取
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
に
還
元
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
意
味
世
界
の
理
解
は
不
十
分
な

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
筆
者
自
身
が
常
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
も
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
現
象
に
つ
い
て
語
る
と
き
「
霊
威
が
宿
る
」
な
ど
の
言
葉
を
使
用
し
た
り
す
る
。
そ
の
折
に
気
を
つ

け
た
い
の
は
、
物
質
と
し
て
の
道
具
（
モ
ノ
）
が
あ
た
か
も
「
命
を
有
す
る
が
ご
と
き
モ
ノ
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
、
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
」と
説
明
が
な
さ
れ
た
と
た
ん
に
、
現
代
人
に
は「
理
解
不
能
な
、
不
合
理
で
非
科
学
的
で
迷
信
の
類
で
は
あ
る
が
」

と
い
っ
た
も
う
一
つ
の
隠
れ
た
認
識
を
表
明
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い
な
い
か
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

民
俗
の
世
界
で
見
い
だ
さ
れ
る
人
と
モ
ノ
の
関
係
性
や
連
続
性
は
、
お
そ
ら
く
人
が
生
活
世
界
の
な
か
で
モ
ノ
と
つ
な
が
り
な
が

ら
生
き
て
い
る
全
体
的
な
あ
り
方
に
対
す
る
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
直
感
や
体
験
な
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ど
う
し
て
も
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
や
「
霊
威
」
と
い
っ
た
言
語
化
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
体
験
や

感
覚
へ
と
迫
り
う
る
よ
う
な
意
味
の
探
求
こ
そ
が
重
要
だ
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
、
意
味
の
探
求
も
ま
た
感
覚
の
言
語
化
と
い
う
こ
と

が
不
可
避
で
あ
る
が
、
可
能
な
限
り
、
人
・
モ
ノ
・
霊
威
の
連
続
性
へ
の
理
解
が
私
た
ち
の
身
体
的
な
感
覚
を
媒
介
と
し
な
が
ら
探

求
し
な
お
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
（
5
）。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
道
具
の
年
取
り
の
儀
礼
は
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
現
代
に
生
き
る
人
々
が
科

学
的
思
考
と
無
縁
な
訳
も
な
く
、
道
具
は
物
理
的
な
道
具
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
古
く
か
ら
農
耕
に
関
わ
っ

て
き
た
民
俗
的
伝
統
に
生
き
て
き
た
人
々
も
、
道
具
が
道
具
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
理
解
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も

こ
の
儀
礼
が
毎
年
行
わ
れ
、
道
具
と
し
て
の
モ
ノ
が
年
を
取
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
へ
の
回
答
は
容
易
で
は
な
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い
が
、
こ
の
儀
礼
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
人
と
モ
ノ
、
人
と
道
具
と
の
関
係
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

考
察
は
ま
ず
、
道
具
の
年
取
り
に
つ
い
て
概
要
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
文
脈
の
な
か
か
ら
、
人
と
道
具
と
し

て
の
モ
ノ
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
道
具
の
年
取
り
│
│
そ
の
分
布

「
道
具
の
年
取
り
」
は
、
小
正
月
の
一
連
の
諸
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ど
の
地
域
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、

広
く
点
在
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
民
俗
誌
の
す
べ
て
に
あ
た
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、

文
化
庁
が
昭
和
四
〇
年
代
に
行
っ
た
調
査
を
ま
と
め
た
『
日
本
民
俗
地
図
!

年
中
行
事
2
』
の
報
告
を
基
に
見
て
み
る
と
、
関
東
・

東
北
を
は
じ
め
、
信
州
・
関
西
・
中
国
・
九
州
な
ど
で
伝
承
さ
れ
、
小
正
月
の
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
6
）。

同
報
告
書
は
書
名
に
あ
る
よ
う
に
、
全
国
の
民
俗
伝
承
の
分
布
を
地
図
上
に
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
成
さ
れ
た
分
布
地
図

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
、
調
査
記
録
の
解
説
の
記
載
部
分
を
含
め
て
、
道
具
の
年
取
り
の
記
述
を
拾
い
出
し
て

み
る
と
、
す
べ
て
の
県
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
国
で
そ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
北
か
ら
そ
の
分
布
を
み

る
と
、
岩
手
県
・
秋
田
県
・
山
形
県
・
新
潟
県
・
福
島
県
・
埼
玉
県
・
群
馬
県
・
山
梨
県
・
愛
知
県
・
高
知
県
・
鹿
児
島
県
な
ど
の

小
正
月
の
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
各
県
の
調
査
地
域
に
満
遍
な
く
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
県
に
よ
っ
て
は
一
か
所

の
み
の
記
載
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
道
具
の
年
取
り
が
存
在
し
た
り
、
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
そ
の
儀
礼
が
他
の
儀
礼
に
代
替
さ

れ
る
形
で
行
わ
れ
、
年
末
か
ら
新
年
の
家
屋
や
屋
敷
の
全
体
を
聖
化
す
る
諸
儀
礼
の
な
か
に
含
ま
れ
る
形
で
消
失
し
て
い
っ
た
地
域


