
は
じ
め
に

見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
こ
と

初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
「
国
語
」
と
い
う
教
科
に
い
か
な
る
変
化
が
起
こ
ろ
う
と
も
、

お
よ
そ
「
読
む
」
と
い
う
営
み
に
注
意
が
払
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
断
言
で
き
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
、
そ
の
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
な
の
か
、
は
っ
き

り
と
自
覚
し
な
が
ら
、
教
材
と
教
授
に
取
り
組
む
事
例
は
そ
れ
ほ
ど
は
多
く
は
な
い
で
あ
ろ

う
と
推
測
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
稿
は
そ
の
点
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
稿
者
自
身
が

か
つ
て
受
け
て
き
た
初
等
・
中
等
教
育
の
状
況
や
、
近
年
の
指
導
学
生
が
取
り
組
む
授
業
づ

く
り
の
方
法
が
そ
の
推
測
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
授
業
内

で
児
童
・
生
徒
が
一
読
し
た
後
に
、
複
数
の
生
徒
の
「
読
み
」
が
板
書
と
い
う
か
た
ち
で
列

記
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
「
不
正
確
な
読
み
」
は
教
師
や
児
童
・
生
徒
の
対
話
の
中
で
淘
汰
さ

れ
て
は
い
く
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
到
達
す
べ
き
「
読
み
」
は
不
明
瞭
な
ま
ま
、
あ

た
か
も
「
多
数
決
」
的
な
ゴ
ー
ル
地
点
に
収
束
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
収
束
点
す
ら
明
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
児
童
・
生
徒
が
一
人
で
は
到
達
で
き
な
か
っ
た

は
ず
の
「
集
合

教
室
）知
」
に
よ
っ
て
自
己
の
「
読
み
」
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
授
業
が
閉

じ
ら
れ
て
ゆ
く
事
例
が
比
較
的
多
数
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

小
稿
が
考
察
し
よ
う
と
す
る
「
異
文
化
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
、
自
身
と
横
並
び
の
他
者

と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
し
て
、
教
師
が
し
た
り
顔
で
開
示
す
る
、

絶
対
的
な
「
正
し
い
読
み
」
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

馬
場
紀
寿
は
近
時
の
著
書
『
初
期
仏
教

ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る

１
）

』
に
お
い
て
、

仏
典
に
対
す
る
「
読
み
」
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。
第
一
に
「
現
代
的
読
解
」、
第
二
に
「
伝

統
的
読
解
」、
第
三
に
「
歴
史
的
読
解
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
二
つ
め
の
「
伝
統
的
読
解
」

に
つ
い
て
は
今
は
措
こ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
人
び
と
が
保
持
し
て
い
た
信
仰
や
あ
る
段
階
に

お
け
る
解
釈
に
基
づ
い
て
、
正
統
的
な
解
釈
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
特
定
の
理
解
・
読
解
を
意

味
す
る
。

今
、
問
題
に
し
て
お
き
た
い
の
が
、
馬
場
の
言
う
「
現
代
的
読
解
」
と
「
歴
史
的
読
解
」

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
現
代
的
読
解
」
が
多
く
の
初
等
・
中
等
教
育
の
教
室
で
行
な
わ
れ
て

い
る
「
読
み
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
馬
場
は
言
う
。

現
代
的
読
解
に
お
い
て
は
、
仏
典
の
〞
正
し
い
〝
読
み
方
は
あ
り
え
な
い
。
そ
も
そ
も

テ
キ
ス
ト
は
間
主
観
的
に
存
在
す
る
以
上
、
一
〇
〇
人
い
れ
ば
一
〇
〇
人
の
読
み
方
が

小
学
校
国
語
に
お
け
る
狂
言
「
柿
山
伏
」

異
文
化
理
解
に
む
け
て

大

橋

直

義

要

約

古
典
本
文
を
復
元
的
に
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
好
法
師
が
述
べ
た
よ
う
に
、
書
物
を
「
見
ぬ
世
」
の
「
友
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
稿
で
は
、
小
学
校

教
材
に
使
用
さ
れ
る
古
典
文
学
本
文
の
う
ち
、
狂
言
「
柿
山
伏
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
本
文
を
教
室
で
も
利
用
可
能
な
か
た
ち
で
復
元
的
に
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
異
文
化
」
と
し
て
の
古
典
世
界
に
ど
の
よ
う
に
し
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。
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あ
り
え
て
、
無
限
の
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
好
き
な
よ
う
に
読
ん
で
構
わ

な
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
読
解
に
立
つ
限
り
、
ど
の
解
釈
が
正
し
く
て
、
ど
の
解
釈

が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
議
論
は
意
味
が
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
ど
の
解
釈
が
面
白

い
か
だ
け
が
基
準
に
な
る
だ
ろ
う

Ⅴ
頁
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
「
歴
史
的
読
解
」
に
つ
い
て
、
馬
場
は
、「
仏
典
を
歴
史
的
文
脈
で

読
み
解
く
作
業
で
あ
る
。
仏
典
を
資
料
と
し
て
批
判
的
に
検
証
し
た
上
で
、
仏
典
を
取
り
巻

く
歴
史
的
状
況
を
考
察
し
、
恣
意
的
な
解
釈
を
慎
み
、
文
献
学
的
に
正
確
な
読
解
を
目
指
す
」

と
定
義
し
て
い
る
。
仮
に
「
歴
史
的
」
と
い
う
語
が
小
稿
の
課
題
に
即
さ
な
い
と
す
れ
ば
、

教
材
に
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
が
生
起
し
た
╱
著
述
さ
れ
た
段
階
の
状
況
、
そ
し
て
そ

の
テ
ク
ス
ト
や
そ
れ
を
記
し
留
め
た
書
物
が
存
在
し
、
一
定
の
機
能
・
役
割
を
担
わ
さ
れ
て

い
た
状
況
を
復
元
的
に
読
解
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

繰
り
言
に
な
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
現
代
的
読
解
」
が
、
現
在
、
多
く
の
教
室
で
行
な
わ

れ
て
い
る
「
読
み
」
で
は
な
い
か
。
児
童
・
生
徒
が
行
な
っ
た
「
読
み
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
自
体
、
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
の
「
読
み
」
が
ど
れ
ほ
ど
不
合
理
な
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
誤
り
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
読
み
」
を
な
し
た
他
者
が
い
た
と
い

う
事
実
を
知
る
こ
と
は
、
成
長
段
階
に
あ
る
児
童
・
生
徒
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
は
ず
が

な
い
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
そ
の
地
点
で
思
考
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ

教
室
に
い
る
友
人
や
教
師
が
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
は
分
か
っ
た
、
で
は
、
ど
う
す
る
の
か
。

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
自
分
自
身
と
共
通
し
た
地
平
に
立
つ
他
者
の
「
読
み
」
の
先
に
あ
る

も
の
と
は
何
か
。
児
童
・
生
徒
が
相
対
す
べ
き
「
異
文
化
」
と
は
何
か

。

兼
好
法
師
は
、『
徒
然
草
』
第
一
三
段
に
お
い
て
、
書
物
そ
の
も
の
を
「
見
ぬ
世
の
人
」
と

呼
び
、
彼
を
友
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
至
上
で
あ
る
と
説
い
た
。
児
童
・
生
徒
た
ち
が
出
会
い
、

友
人
と
す
べ
き
も
書
物
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
書
物
、
そ
こ
に
記
し
留
め
ら
れ

た
こ
と
ば
が
生
ま
れ
た
当
時
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
社
会
の
な
か
で
生
き
て
い
た
当
時
の
情

況
を
含
め
、
可
能
な
限
り
復
元
的
に
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

大
切
な
こ
と
は
、
い
か
に
「
友
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
の
す
べ
て
を
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
復
元
的
に
読
も
う
と
し
た
と
し
て
も
、
ど

こ
ま
で
行
っ
て
も
完
全
な
復
元
に
は
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
╱
あ
る
い
は
は
る
か
に
届
か
な
い
。

そ
れ
で
も
な
お
、
理
解
す
る
よ
う
に
努
め
続
け
る
こ
と
が
、
小
稿
の
定
義
す
る
「
異
文
化
理

解
」
で
あ
る
。狂

言
「
柿
山
伏
」

小
稿
で
は
、
光
村
図
書
刊
行
『
小
学
校
国
語

六
年
』
に
掲
載
さ
れ
る
狂
言
「
柿
山
伏
」
を

取
り
上
げ
る
。
平
成
二
九
年
告
示
・
小
学
校
学
習
指
導
要
領
・
解
説
に
お
い
て
も
、
習
得
す

べ
き
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
第
三
項
と
し
て
「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
が
掲
げ
ら
れ
、「
指
導

の
改
善
・
充
実
」
が
企
図
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
小
稿
は
狂
言
「
柿
山
伏
」
を

取
り
上
げ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
児
童
が
対
面
す
べ
き
「
異
文
化
」
の
一
例
と
し

て
「
柿
山
伏
」
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
狂
言
・
芸
能
の
特
質
を
掘
り
下
げ
る
の

で
も
な
く
、
そ
の
文
学
史
・
芸
能
史
的
意
義
を
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し

て
お
き
た
い
。

狂
言
「
柿
山
伏
」
の
梗
概
を
次
に
掲
げ

２
）

る
。

出
羽
羽
黒
山
の
山
伏
が
大
峰
、
葛
城
で
修
行
し
て
帰
国
の
途
中
、
道
端
の
柿
の
木
に
登

っ
て
柿
を
食
べ
は
じ
め
る
。
柿
畑
の
持
ち
主
が
見
つ
け
て
腹
を
立
て
、
木
陰
に
隠
れ
た

山
伏
を
な
ぶ
っ
て
や
ろ
う
と
烏

和
泉
は
犬
）、
猿
、
鳶
に
見
立
て
る
。
そ
の
た
び
に
山

伏
は
鳴
き
ま
ね
を
す
る
が
、
畑
主
が
鳶
は
飛
ぶ
も
の
だ
と
囃
し
た
て
る
の
で
山
伏
も
つ

ら
れ
て
高
い
木
か
ら
飛
び
下
り
腰
を
打
っ
て
し
ま
う
。
怒
っ
た
山
伏
は
法
力
で
畑
主
の

体
を
す
く
ま
せ
、
腰
の
治
療
を
す
る
よ
う
命
ず
る
が
、
畑
主
は
背
負
っ
た
山
伏
を
振
り

落
と
し
逃
げ
て
ゆ
く
。
和
泉
流
は
背
負
っ
た
ま
ま
入
る
。
ま
た
は
体
が
す
く
ん
だ
ふ
り

を
し
て
か
ら
か
う
。
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現
行
で
は
大
蔵
流
・
和
泉
流
で
演
じ
ら
れ
、
台
本
に
よ
り
展
開
・
結
末
は
異
な
る
も
の
の
、

柿
の
木
に
見
立
て
た
腰
桶
か
ら
山
伏

シ
テ
）が
飛
び
降
り
る
と
こ
ろ
が
眼
目
と
さ
れ
る
狂
言

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
狂
言
「
柿
山
伏
」
で
あ
る
が
、
能
楽
研
究
に
お
い
て
は
「
鬼
山
伏
狂
言
」
の

全
体
を
考
察
す
る
際
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
曲
だ
け
を
取
り
上
げ
た
研
究

は
管
見
に
入
ら
な
い
。
教
材
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
曲
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く

は
な
く
、
松
木
尚
美
「「
自
分
の
考
え
」
を
持
ち
古
典
を
楽
し
く
読
む
技
術
を：

狂
言
「
柿
山

伏
」

３
）

」
、
小
林
和
馬
「「
見
る
こ
と
」
を
重
視
し
た
小
学
校
の
古
典
授
業―

狂
言

柿
山
伏

を
用
い
た
教
育
イ
ン
タ
ー
ン
を
終
え
て―

４
）

」
が
管
見
に
入
っ
た
程
度
で
あ
る
。
松
木
論
文

は
、
そ
の
論
題
の
示
す
よ
う
に
、
古
典
本
文
を
読
む
際
に
「
自
分
の
考
え
」
な
る
も
の
を
い

か
に
位
置
づ
け
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
小
稿
の
議
論
と
は
方
向
性
が
異
な
る
。
小

林
論
文
は
舞
台
芸
能
で
あ
る
狂
言
映
像
を
鑑
賞
し
た
上
で
そ
れ
を
演
じ
る
と
い
う
授
業
実
践

報
告
で
あ
る
。舞
台
芸
能
で
あ
る
狂
言
は
本
文
だ
け
で
読
ま
れ
る
も
の
で
は
本
来
な
く

近
世

に
絵
入
り
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
読
む
と
い
う
か
た
ち
で
の
享
受
が
行
な
わ
れ
た『
狂
言
記
』

と
い
う
事
例
は
あ
る
が
）、能
舞
台
で
演
じ
ら
れ
た
実
際
の
映
像
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
授
業
づ

く
り
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
そ
う
い
っ
た
授
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
も

多
々
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
提
示
・
教
授
さ
れ
て
い
る
「
読
み
」
は
「
教
室
知
」
に
よ

っ
て
し
か
相
対
化
さ
れ
え
な
い
自
分
の
読
み

「
自
分
の
考
え
」
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
「
現
代
的
に
読
解
」
し
た
だ
け
で
あ
り
、
む
し
ろ

そ
の
恣
意
的
な
姿
勢
が
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
本
質
的
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
見
ぬ
世
の
友
と
す
る
こ
と
」
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、
児
童
・

生
徒
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
読
む
か
で
は
な
い
。
往
時
の
人
び
と
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
や

所
作
や
こ
と
ば
に
い
か
に
接
し
て
い
た
の
か
を
復
元
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
読
み
」
と

自
己
と
は
い
か
な
る
地
平
で
繋
が
り
、
あ
る
い
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
そ
の
「
友
」
は
ま
さ
し
く
異
な
る
文
化
を
背
景
と
す
る
も
の
と
し
て

我
々
の
前
に
現
前
す
る
。
そ
の
、
言
わ
ば
〞
窓
〝
と
な
る
書
物
の
こ
と
を
古
典
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。

復
元
的
に
読
む

「
我
が
国
の
言
語
文
化
」「
伝
統
的
言
語
文
化
」
と
し
て
は
最
も
平
易
な
も
の
の
一
つ
で
あ

る
狂
言「
柿
山
伏
」で
さ
え
、「
見
ぬ
世
の
友
」と
な
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
様
々

な
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
狂
言
と
は
室

町
時
代
の
芸
能
で
…
」
と
い
っ
た
羅
列
的
・
文
学
史
的
な
知
識
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

往
時
の
人
び
と
は
、
日
常
の
中
で
の
言
語
・
所
作
か
ら
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
集
合
的
記
憶
と

し
て
伝
承
し
て
い
る
。
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
冷
蔵
庫
を
開
け
閉
め
す
る
動
作
か
ら
お
腹
が

空
い
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
よ
う
に
、
誰
に
教
わ
る
と
も
な
く
、
往
時
の
人
び
と
の
経
験

や
心
意
伝
承
に
よ
っ
て
共
通
の
理
解
を
作
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
児
童
が
狂

言
「
柿
山
伏
」
を
読
む
際
に
求
め
ら
れ
る
知
識
と
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
と
り
ま
く
世
界
観
・

宇
宙
観
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
共
有
す
る
も
の
だ
け
が
、
こ
の
「
伝
統
的
言
語
文
化
」

を
単
な
る
「
伝
統
」
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
も
の
と
し
て
理
解
・
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。

で
は
、
実
際
に
、
ど
の
よ
う
な
観
点
を
共
有
す
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
い
く
つ
か
を
列
記

し
て
み
た

５
）

い
。

ま
ず
、
大
き
な
前
提
と
し
て
、「
柿
」
お
よ
び
「
柿
の
木
」
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
が
必
要

で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
物
語
は
「
柿
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
逆
に
い
え
ば
、

「
梨
」
や
「
蜜
柑
」
で
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
現
代
日
本
に

生
活
す
る
多
く
の
小
学
生
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
柿
は
秋
に
な
る
と
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
な
ど
の
店
頭
で
売
ら
れ
る
甘
い
果
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
お
よ
そ
共
有
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
一
方
で
「
渋
柿
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
て
、
干
す
等
の
何
ら
か
の
加
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工
を
施
さ
な
い
と
、
そ
の
ま
ま
で
は
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
渋
味
が
虫
害
を
予
防
す
る
生
活
の
材
と
し
て
、
古
来
よ
り
用
い
ら

れ
て
き
た
、
と
い
う
知
識
を
有
す
る
児
童
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
狂
言
に
お
け
る
「
柿
」
は
間
違
い
な
く
甘
柿
で
あ
っ
て
、
し
か
も
「
樹
木
を

あ
ま
た
持
っ
」
た
「
柿
主
」
が
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
柿
は
経
済
活
動
の
一
環
と
し
て
栽
培

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

柿
の
栽
培
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
明
確
で
は
な
い
が
、
周
知
の
よ
う
に
「
柿

本
」
な
ど
の
人
名
が
奈
良
朝
よ
り
あ
る
こ
と
か
ら
、
往
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
比
較
的
近

し
い
樹
木
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
日
本
書
紀
』持
統
天
皇
七
年

に
五
穀
と
併
せ
て
「
桑
・
苧
・
梨
・
栗
・
蕪
菁
」
の
栽
培
が
奨
励
さ
れ
た
記
事
に
「
柿
」
が

見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
大
規
模
な
栽
培
は
行
な
わ
れ
ず
、
自
然
木
を
中
心
と
し

た
果
実
の
利
用

加
工
に
よ
る
食
用
・
防
虫
な
ど
の
生
活
用
途
）が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
奈
川
県
川
崎
市
王
禅
寺
の
境
内
に
国
指
定
天
然
記
念
物
と
し
て
登
録
さ

れ
る
「
禅
師
丸
柿
」
が
突
然
変
異
に
よ
っ
て
生
じ
た
甘
柿
の
最
初
と
さ
れ
、
建
保
二
年

一
二

一
四
）に
順
徳
天
皇
が
王
禅
寺
の
蓮
華
院
再
建
に
際
し
、山
中
に
自
生
し
て
い
た
も
の
を
発
見

し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ

６
）

る
。『
庭
訓
往
来
』
三
月
状
・
返
に
「
樹
木
の
事
」
と
し
て
「
柿
」

と
な
ら
ん
で
「
樹こ
淡ねり
」
が
見
え
、
こ
れ
は
木
に
実
っ
た
ま
ま
で
甘
く
な
っ
た
柿
の
こ
と
を
指

７
）

し
、
室
町
期
以
前
の
段
階
で
既
に
甘
柿
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

狂
言
「
柿
山
伏
」
で
は
、「
み
ご
と
な
柿
」
を
見
つ
け
た
山
伏
が
、
刀
や
「
手
ご
ろ
な
石
」

を
用
い
て
も
落
と
せ
な
か
っ
た
柿
の
実
を
食
べ
る
た
め
、「
こ
れ
へ
上
っ
て
食
え
と
言
わ
ん
ば

か
り
の
上
々
の
上
り
所
」
か
ら
柿
の
木
に
登
り
、
熟
し
た
甘
柿
を
食
べ
た
と
す
る
。
今
、
重

要
な
こ
と
は
柿
の
木
の
樹
高
で
あ
る
。
柿
の
木
は
、
自
然
木
の
状
態
で
あ
れ
ば
樹
高
二
〇
メ

ー
ト
ル
に
達
す
る
と
さ
れ
、
甘
柿
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
、
生
活
に
根
ざ
し

た
果
樹
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
点
、
自
然
木
で
は
樹
高
一
〇
メ
ー
ト
ル
に
な
る
と
さ
れ
る
梨

も
同
様
で
、
奈
良
朝
で
栽
培
が
推
奨
さ
れ
た
段
階
か
ら
、
現
代
と
同
様
の
剪
定
が
行
な
わ
れ

て
、
樹
高
の
調
整
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
柿
の
木
に
つ
い
て
も
、
現
代
で
は
、

樹
高
が
五
〜
六
メ
ー
ト
ル
程
度
に
達
し
た
段
階
で
主
幹
の
剪
定
が
な
さ
れ
樹
高
の
調
整
が
行

な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
柿
の
木
は
、
甘
柿
と
し
て
計
画
的
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
中

世
に
お
い
て
は
、
木
に
登
っ
て
果
実
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
樹
木
で
あ
り
、
誤
っ
て
樹
か

ら
転
落
す
れ
ば
、
山
伏
の
よ
う
に
「
腰
の
骨
を
し
た
た
か
に
打
」
つ
ほ
ど
の
怪
我
を
負
い
か

ね
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
高
さ
が
せ

い
ぜ
い
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
蜜
柑
の
樹
で
あ
れ
ば
落
ち
て
怪
我
を
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
そ

も
そ
も
、
果
実
を
盗
み
食
い
す
る
た
め
に
木
登
り
を
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
山
伏
は
柿
の
木
に
登
っ
て
盗
み
食
い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
柿
主
に
見
つ
か
り
、

な
ぶ
ら
れ
て
失
態
を
み
せ
る
。
烏

犬
）や
猿
、
そ
し
て
鳶
の
も
の
ま
ね
を
さ
せ
ら
れ
た
あ
げ

く
、
高
木
か
ら
飛
ば
せ
て
怪
我
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
狂
言
に
つ
い
て
の

「
現
代
的
読
解
」
の
代
表
が
、
盗
み
食
い
と
い
う
悪
い
事
を
し
た
人
物
が
下
手
な
物
ま
ね
を

さ
せ
ら
れ
て
失
敗
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
先
に
紹
介
し
た
小

林
論
考
で
は
、
シ
テ
と
ア
ド
の
や
り
と
り
を
「
相
手
を
深
刻
に
追
い
詰
め
る
こ
と
な
く
最
後

は
明
る
い
笑
い
に
よ
っ
て
終
わ
る
」
と
し
つ
つ
、「
児
童
が

柿
山
伏

の
物
語
展
開
の
表
面

的
な
部
分
の
み
を
捉
え
て
真
似
す
る
と
か
ら
か
い
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
点
に
つ
い
て
、
教

育
的
配
慮
と
の
兼
ね
合
い
で
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
」
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
点
に
言
及
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
教
師

役
）で
さ
え
、
児
童
間
で
の
「
か
ら
か
い
」
と
の
境
界
線
が
曖
昧

な
「
明
る
い
笑
い
」
と
い
う
読
み
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、

こ
の
狂
言
は
、
現
代
の
我
々
が
安
易
に
理
解
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
物
ま
ね
を
さ
せ
ら
れ
て

失
敗
し
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
な
の
か
。

「
こ
れ
は
出
羽
の
羽
黒
山
よ
り
出
で
た
る
、
駈かけ
出で
の
山
伏
で
す
。
こ
の
た
び
大
峯
・
葛
城

を
仕
舞
い
、
た
だ
い
ま
本
国
へ
ま
か
り
下
る
」
と
語
る
山
伏
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
こ
の
表

現
は
鬼
山
伏
狂
言
と
分
類
さ
れ
る
曲
の
う
ち
、「
蟹
山
伏
」「
禰
宜
山
伏
」「
蝸
牛
」等
に
共
通

す
る
常
套
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
「
駈
出
」
と
は
、
大
峯
・
葛
城
の
山
岳
霊
場
で
の
修
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行
を
終
え
た
直
後
の
、
身
に
験
力
が
充
ち
満
ち
て
い
る
と
さ
れ
る
状
態
を
指
す
語
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
年
若
い
山
伏
は
お
の
れ
の
験
力
を
過
信
し
、
鳶
の
物
ま
ね
を
し
て
い
る

だ
け
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
総
じ
て
山
伏
の
果
は
、
鳶
に
も
な
る
と
い
う
に
よ
っ
て
、

某
も
は
や
鳶
に
な
っ
た
か
と
思
う
て
、
あ
れ
、
あ
の
高
い
所
か
ら
飛
」
ん
だ
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
笑
い
は
、
物
ま
ね
を
さ
せ
ら
れ
た
あ
げ
く
に
失
敗
し
た
山
伏
に
起
因
す

る
の
で
は
な
く

ま
し
て
や
悪
事
を
働
い
た
者
が
罰
を
受
け
る
と
い
う
物
語
で
は
な
く
）、
過

信
に
よ
る
横
暴
さ
に
対
し
て
、
そ
の
過
信
を
逆
手
に
と
っ
て
仕
返
し
を
す
る
機
知
・
機
転
に

こ
そ
発
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。

そ
の
理
解
を
助
け
る
の
が
、
こ
の
狂
言
を
考
え
る
際
、
常
に
言
及
さ
れ
る『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
〇
「
天
狗
現
仏
坐
木
末
語
第
三
」
お
よ
び
こ
れ
を
出
典
と
す
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第

三
二
話
「
柿
の
木
に
仏
現
ず
る
事
」
で
あ

８
）

る
。
実
の
な
ら
な
い
「
大
き
な
る
柿
の
木
」
の
樹

上
に
仏
が
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
人
び
と
が
見
物
に
集
ま
っ
て
い
た
。
不
審
に
思
っ
た
右

大
臣
源
光
は
、
天
狗
が
行
な
う
よ
う
な
「
外
術
」
は
七
日
程
度
し
か
持
た
な
い
と
い
う
こ
と

で
七
日
目
に
柿
の
木
を
訪
れ
た
。
右
大
臣
は
一
時
に
わ
た
っ
て
目
も
そ
ら
さ
ず
に
じ
っ
と
見

つ
め
続
け
た
と
こ
ろ
、
仏
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
は
「
糞
鳶
」
に
変
じ
、
地
面
に
落
ち
た

と
こ
ろ
を
子
ど
も
た
ち
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
天
狗

特
に
カ
ラ
ス

天
狗
）と
山
伏
と
の
類
型
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
天
狗
す
な
わ
ち
山
伏
と
鳶
、
そ
し
て
樹
下
か
ら

見
つ
め
る
者
の
機
転
に
よ
っ
て
柿
の
木
か
ら
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
造
が
類
似
す
る

こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
柿
の
木
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
天
狗
が
高
木
に
逆
さ
吊
り

に
な
る
な
ど
の
説
話
も
あ
り
、
天
狗
と
木
と
の
関
係
は
往
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
イ
メ
ー

ジ
の
常
識
的
な
連
続
性
の
中
に
あ
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
、

現
代
の
「
天
狗
に
な
る
」
と
い
う
慣
用
表
現
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
天
狗
は
僧
侶

山

伏
）が
そ
の
験
力
の
強
さ
に
驕
る
余
り
に
「
天
狗
道
」
に
堕
ち
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
も

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
第
二
本
・
二
「
法
皇
御
灌
頂
事
」
等
）、
こ
の

『
今
昔
物
語
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
と
狂
言
「
柿
山
伏
」
と
の
連
な
り
は
、
往
時
の

人
び
と
に
と
っ
て
た
や
す
く
連
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

相
違
は
、
ま
だ
渋
柿
し
か
な
か
っ
た
時
代
の
、
し
か
も
実
の
な
ら
な
い
木
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
剪
定
が
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
巨
大
な
柿
の
木
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
鳶

＝

天
狗
）の

末
路
と
、
甘
柿
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
、
や
や
低
い
柿
の
木
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
鳶

＝

お
の

れ
を
過
信
し
た
山
伏
）と
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
違
い
す
ら
、
こ
の
狂
言
の
山
伏

の
卑
小
さ
を
小
馬
鹿
に
す
る
こ
と
に
一
役
か
っ
て
い
る
こ
と
に
お
の
ず
と
注
意
が
払
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

異
文
化
と
繋
が
る
た
め
の
窓

小
学
校
六
年
生
向
け
の
教
材
で
あ
る
狂
言
「
柿
山
伏
」
を
こ
の
よ
う
に
復
元
的
に
読
ん
で

み
た
。
児
童
に
と
っ
て
は
身
近
な
「
柿
」
と
い
う
果
実
が
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
、
そ
し

て
鎌
倉
時
代
か
ら
こ
の
狂
言
が
で
き
た
室
町
時
代
に
か
け
、
ど
の
よ
う
な
果
樹
と
し
て
生
活

の
中
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
テ
ク
ス
ト
の
読
解

す
な
わ
ち「
駈
出
」

と
い
う
語
の
理
解
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
山
伏
が
お
の
れ
を
過
信
し
、
ま
さ
し

く
「
天
狗
に
な
っ
て
い
た
」
た
め
に
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
ら
れ
て
、
低
く
な
っ
た
柿
の
木
か

ら
墜
落
し
た
け
れ
ど
も
死
ぬ
こ
と
は
な
く
怪
我
だ
け
で
済
ん
で
し
ま
う
卑
小
さ
に
ま
で
理
解

が
及
ん
だ
。
実
際
の
授
業
づ
く
り
に
お
い
て
は
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の

扱
い
が
や
や
難
し
い
が
、
教
師
が
現
代
語
に
訳
し
た
物
語
を
提
示
す
れ
ば
事
足
り
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
復
元
的
に
読
ん
で
み
た
こ
と
で
、
児
童
は
、
自
分
た
ち
の
「
読
み
」
や

そ
れ
を
支
え
て
い
る
世
界
観
と
、
こ
の
物
語
が
持
つ
世
界
と
の
断
絶
に
気
付
く
の
と
同
時
に
、

た
と
え
ば
誰
か
が
「
天
狗
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
へ
の
憎
ら
し
さ
や
、
そ
れ
に
恥
を
か
か
せ

て
や
り
た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
心
性
が
、
ま
さ
し
く
「
天
狗
」
と
い
う
こ
と
ば
が
今
も
持
っ

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
、
古
典
世
界
と
自
分
た
ち
と
が
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も

気
付
く
の
で
は
な
い
か
。
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そ
の
時
、
古
典
は
ま
さ
し
く
「
見
ぬ
世
の
友
」
と
し
て
親
し
い
も
の
と
な
る
。
児
童
・
生

徒
を
新
し
い
「
友
」
と
向
き
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
が
必
要

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹇
注
﹈

１
）馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教

ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る

』

岩
波
新
書
、
二
〇
一
八
・
八
）。

２
）新
訂
増
補
版
『
能
・
狂
言
辞
典
』

項
目
執
筆
・
大
谷
准
。
平
凡
社
、
一
九
九
九
・
六
）に
拠
る
。

３
）松
木
尚
美
「「
自
分
の
考
え
」
を
持
ち
古
典
を
楽
し
く
読
む
技
術
を：

狂
言
「
柿
山
伏
」」
『
言
語
技
術
教

育
』
二
一
号
、
二
〇
一
二
・
三
）。

４
）小
林
和
馬
「「
見
る
こ
と
」
を
重
視
し
た
小
学
校
の
古
典
授
業

狂
言

柿
山
伏

を
用
い
た
教
育
イ
ン

タ
ー
ン
を
終
え
て

」

ポ
ス
タ
ー
発
表
要
旨
。『
教
育
デ
ザ
イ
ン
研
究
』
九
号
、
二
〇
一
八
・
一
）。

５
）狂
言
「
柿
山
伏
」
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言
集

下
』
所
収
本
文
に
拠
っ
た
。

６
）文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
拠
っ
た
。

７
）東
洋
文
庫
『
庭
訓
往
来
』
に
拠
っ
た
。

８
）い
ず
れ
も
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
本
文
に
拠
っ
た
。
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山
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部
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要

人
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第
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集
（
二
〇
一
九
）


