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木幡智恵美 
干し柿（3）

　
出
雲
の
庭
に
突
っ
立
っ
て
い
る
一
本
の
柿
の
木
は
、
生
り
年
が
大
体
隔
年
で
、
荒
神
さ

ん
祭
り
の
時
季
が
近
づ
く
と
、
「
そ
ろ
そ
ろ
柿
を
採
る
か
」
と
母
と
話
し
た
も
の
だ
。
太

い
竹
の
先
を
割
り
、
そ
こ
に
小
枝
を
挟
ん
だ
も
の
が
柿
採
り
の
道
具
。
竹
を
柿
の
実
の
つ

い
た
枝
め
が
け
て
伸
ば
し
、
割
れ
口
で
枝
を
挟
み
、
捻
っ
て
折
る
。
落
ち
た
ら
実
が
割
れ

る
の
で
、
道
具
を
使
わ
な
い
方
は
下
で
実
を
受
け
止
め
る
。
祖
母
が
亡
く
な
っ
た
後
は
、

母
と
そ
う
や
っ
て
柿
を
採
っ
て
き
た
。 

生
り
年
で
、
大
量
に
採
れ
る
と
、
半
分
は
合
わ
せ
柿
に
す
る
。
五
右
衛
門
風
呂
を
い

つ
も
よ
り
熱
め
に
沸
か
し
、
ヘ
タ
の
中
央
に
穴
を
開
け
た
柿
の
実
を
袋
に
入
れ
て
密
閉

し
、
風
呂
桶
の
中
に
漬
け
る
。
一
晩
湯
で
暖
ま
っ
た
柿
の
渋
は
あ
ら
か
た
抜
け
る
。
二
〜

三
日
置
く
と
、
渋
は
す
っ
か
り
抜
け
、
甘
い
柿
に
な
る
。 

　
家
が
改
装
さ
れ
、
五
右
衛
門
風
呂
が
無
く
な
っ
て
か
ら
は
、
焼
酎
で
渋
抜
き
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ヘ
タ
の
真
ん
中
に
開
い
た
穴
に
焼
酎
が
入
り
込
む
よ
う
に
、
柿
を
一
つ
ず

つ
焼
酎
の
入
っ
た
器
に
漬
け
て
い
く
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
袋
に
入
れ
て
密
封
し
、
五
日

ほ
ど
置
く
と
渋
は
抜
け
る
。 

　
柿
の
収
穫
量
に
よ
っ
て
、
合
わ
せ
柿
と
干
し
柿
の
比
率
は
変
わ
っ
て
く
る
が
、
採
れ
る

年
は
毎
年
両
方
を
作
っ
て
き
た
。
母
が
亡
く
な
っ
た
後
は
、
夫
が
柿
採
り
の
相
棒
だ
。 

　
そ
し
て
、
今
年
、
ま
だ
十
月
に
入
っ
た
ば
か
り
の
畑
行
き
の
際
、
木
を
眺
め
る
と
、
実

が
す
で
に
色
づ
い
て
い
る
。
西
側
は
ま
だ
緑
色
な
の
に
、
東
側
、
南
側
の
陽
が
よ
く
当
た

る
側
に
は
熟
柿
ま
で
で
き
て
い
る
。
「
お
父
さ
ん
、
柿
、
少
し
採
る
か
」
「
高
枝
切
り
ば

さ
み
、
持
っ
て
来
て
な
い
ぞ
」
「
届
く
と
こ
だ
け
」 

　
と
い
う
こ
と
で
、
た
わ
わ
に
実
っ
て
手
が
届
く
と
こ
ろ
ま
で
下
が
っ
た
枝
に
付
い
た
柿

を
採
っ
た
。
脚
立
に
登
っ
て
採
っ
た
の
を
合
わ
せ
る
と
、
七
〜
八
十
は
あ
っ
た
ろ
う
か
。

実
を
落
と
し
た
枝
は
定
位
置
に
戻
っ
て
い
た
。
こ
の
第
一
弾
で
収
穫
し
た
柿
は
、
合
わ
せ

柿
、
干
し
柿
と
半
々
に
作
り
、
ど
ち
ら
も
う
ま
く
い
っ
た
の
だ
。 
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今岡　幹 
ソワレの終わりに

妻
が
福
山
雅
治
さ
ん
の
大
フ
ァ
ン
で
、
彼
の
主
演
映
画

が
公
開
さ
れ
る
た
び
に
観
賞
の
お
相
伴
に
与
っ
て
い
る
、

と
い
う
く
だ
り
は
以
前
も
書
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
度

の
新
作
は
『
マ
チ
ネ
の
終
わ
り
に
』
。
平
野
啓
一
郎
氏
の

同
名
小
説
の
映
画
化
で
す
。 

世
界
的
な
天
才
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
リ
ス
ト
の
蒔
野
（
福

山
雅
治
）
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
通
信
社
で
活
動
す
る
国
際

ジ
ャー
ナ
リ
ス
ト
の
洋
子
（
石
田
ゆ
り
子
）
と
の
運
命
的

な
出
会
い
と
別
れ
と
再
会
を
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
ター

の
音

色
に
乗
せ
て
描
い
た
大
人
の
恋
物
語
で
し
た
。 

還
暦
前
の
爺
さ
ん
が
語
る
に
は
気
恥
ず
か
し
い
内
容
で

は
あ
り
ま
す
が
、
逆
に
こ
の
映
画
は
そ
れ
な
り
の
歳
月
を

重
ね
た
人
で
は
な
い
と
素
直
に
入
り
込
め
な
い
相
貌
を

持
っ
た
作
品
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
人
生
を

登
場
人
物
の
そ
れ
に
投
影
し
て
、
あ
る
程
度
の
意
識
を
同

化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
二
時
間
十
分
も
あ
る
こ

の
気
怠
い
映
画
を
見
続
け
る
の
は
結
構
し
ん
ど
い
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。 

銀
幕
を
見
詰
め
、
科
白
を
聞
き
な
が
ら
、
左
隣
に
座
っ

て
い
る
妻
を
意
識
し
つ
つ
『
あ
あ
そ
う
い
え
ば
、
結
婚
す

る
二
年
ほ
ど
前
に
あ
っ
た
見
合
い
の
話
を
受
け
て
い
た

ら
、
も
し
そ
れ
で
縁
談
が
纏
っ
て
い
た
ら
オ
レ
の
人
生
は

ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
相
手
の
女
性

は
、
今
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
』
な
ど
と

す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
記
憶
が
蘇
り
、
ア
ン
ジ
ャ
ッ
シ
ュ

の
コ
ン
ト
の
よ
う
な
す
れ
違
い
で
別
れ
た
二
人
が
こ
の
後

ど
ん
な
結
末
を
迎
え
る
の
か
が
気
に
な
っ
て
、
最
後
ま
で

時
間
を
持
て
余
す
こ
と
な
く
見
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 僭

越
な
が
ら
分
っ
た
よ
う
な
口
を
叩
か
せ
て
頂
き
ま
す

と
、
こ
の
映
画
を
見
て
何
こ
れ
？
と
感
じ
た
方
は
、
ま
だ

人
生
の
積
み
重
ね
が
足
り
な
い
人
。
と
て
も
良
か
っ
た
と

感
じ
た
方
は
、
今
の
生
活
に
何
が
し
か
の
幸
福
を
見
出
し

て
い
る
人
。
不
覚
に
も
泣
い
て
し
ま
っ
た
方
は
、
過
去
を

引
き
摺
っ
て
い
る
人
。
福
山
雅
治
さ
ん
は
や
っ
ぱ
し
素

敵
、
格
好
え
え
な
ぁ
と
（
恐
ら
く
）
思
っ
て
い
る
の
は
左

隣
の
人
。
石
田
ゆ
り
子
さ
ん
は
可
愛
い
け
ど
オ
バ
ち
ゃ
ん

に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
な
ぁ
、
と
思
っ
た
の
は
そ
の
右
隣
の

人
。 そ

れ
に
し
て
も
ガ
ラ
空
き
の
暗
闇
の
中
、
我
々
の
前
方

中
央
あ
た
り
で
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
見
て
い
た
中
年
ら
し
き
男

性
は
、
果
た
し
て
何
を
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
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代
フ
リー

ター

　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
香

30港
が
中
国
に
返
還
さ
れ
て
初
め
て
民
主
派
が

区
議
会
議
員
選
挙
で
過
半
数
を
獲
得
し
た
。 

年
金
生
活
者
　
ど
ん
な
独
裁
国
家
も
、
国
家

か
ら
の
権
力
の
分
散
と
い
う
世
界
史
的
な
流

れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。 

　
現
在
見
ら
れ
る
国
家
か
ら
の
権
力
の
分
散

は
、
資
本
主
義
の
高
度
化
と
テ
ク
ノ
ロ
ジー

の
発
達
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
。
消
費
の
過

剰
化
が
個
人
へ
の
、
産
業
の
ソ
フ
ト
化
が
企

業
へ
の
、
資
本
の
グ
ロー

バ
ル
化
が
国
家
間

シ
ス
テ
ム
へ
の
権
力
の
分
散
を
駆
動
し
た
。 

　
香
港
の
デ
モ
は
、
分
散
し
た
権
力
を
手
に

し
た
個
人
が
そ
れ
を
行
使
し
た
結
果
だ
し
、

北
京
政
府
が
近
年
ず
っ
と
香
港
へ
の
締
め
つ

け
を
強
め
て
き
た
の
は
、
分
散
し
た
権
力
を

回
収
す
る
作
業
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

香
港
の
事
態
は
、
外
か
ら
見
え
な
い
中
国

本
土
の
事
態
が
可
視
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
モ
と
区
議
選
で
の
民

主
派
の
圧
勝
は
、
共
産
党
独
裁
下
の
中
国
本

土
で
も
国
家
か
ら
の
権
力
の
分
散
が
進
ん
で

い
る
こ
と
を
私
た
ち
に
推
定
さ
せ
る
。
習
近

平
政
権
が
露
骨
な
独
裁
の
強
化
を
は
か
っ
て

き
た
の
は
、
分
散
し
た
権
力
を
回
収
し
よ
う

と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
証
左
に
ほ
か
な
ら
な

い
。 

 

代
　
安
倍
晋
三
だ
っ
て
独
裁
的
な
振
る
舞

30い
が
目
に
余
る
。
そ
れ
な
の
に
、
朝
日
新
聞

の
世
論
調
査
だ
と
、
首
相
在
任
期
間
（
通

算
）
が
歴
代
最
長
に
な
っ
た
彼
の
実
績
を

「
評
価
す
る
」
が 

％
に
の
ぼ
っ
て
い
る

62

（ 

月 

日
朝
刊
）
。 

11

19

年
金
　
不
祥
事
は
相
次
い
だ
も
の
の
、
国
民

を
大
き
な
不
安
に
陥
れ
る
よ
う
な
失
政
の
な

か
っ
た
政
権
へ
の
評
価
と
し
て
は
的
外
れ
と

は
い
え
な
い
。 

他
方
で
「
評
価
し
な
い
」
が 

％
あ
り
、

36

そ
の
理
由
を
推
測
す
る
と
、
「
独
裁
的
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ
そ
う
だ
。
「
安
倍

一
強
」
と
呼
ば
れ
、
周
囲
の
忖
度
を
誘
い
、

説
明
責
任
を
果
た
さ
ず
、
文
書
を
隠
蔽
・
改

竄
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て

い
る
。 

　
こ
の
独
裁
的
な
特
性
は
程
度
の
差
は
あ

れ
、
ト
ラ
ン
プ
、
習
近
平
、
プー

チ
ン
ら
と

共
通
し
て
い
る
。
国
家
か
ら
の
権
力
の
分
散

を
別
の
言
葉
で
表
す
な
ら
、
歴
史
の
方
向
を

決
定
す
る
力
が
、
政
治
の
領
域
か
ら
社
会
の

領
域
へ
、
国
家
か
ら
市
民
社
会
へ
移
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
ぶ
ん
国
民
の
多
く

は
政
治
、
国
家
に
以
前
ほ
ど
重
き
を
置
か
な

く
な
っ
た
。
政
権
担
当
者
の
独
裁
的
な
振
る

舞
い
を
あ
る
程
度
ま
で
許
し
て
も
自
分
た
ち

に
不
利
益
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。 

 

代
　
自
由
や
平
等
の
理
念
が
衰
退
し
始
め

30た
と
い
う
こ
と
か
。 

年
金
　
政
治
の
レ
ベ
ル
、
国
家
の
レ
ベ
ル
に

だ
け
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
う
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
政
治
と
社
会
、
国
家
と
市

民
社
会
を
合
わ
せ
た
社
会
の
総
体
を
見
る
な

ら
、
そ
う
は
言
え
な
い
。
自
由
や
平
等
が
生

活
レ
ベ
ル
で
脅
か
さ
れ
る
の
を
感
じ
れ
ば
、

大
勢
が
そ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
、
香
港
の

若
者
た
ち
の
反
乱
が
示
し
て
い
る
。 

 

代
　
日
本
で
は
反
乱
も
政
権
交
代
も
起
こ

30り
そ
う
に
な
い
。 

年
金
　
辻
田
真
佐
憲
と
い
う
近
代
史
研
究
者

が
安
倍
政
権
を
「
短
命
と
短
命
が
く
っ
つ
い

た
数
珠
つ
な
ぎ
の
よ
う
な
政
権
」
と
評
し
て

い
る
（ 

月 

日
朝
日
新
聞
朝
刊
）
。
こ
れ

11

22

を
言
い
換
え
る
と
、
安
倍
晋
三
は
擬
似
的
な

下
野
と
擬
似
的
な
政
権
復
帰
を
繰
り
返
す

「
ひ
と
り
政
権
交
代
」
を
演
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。
不
祥
事
や
失
政
で
国
民
の
不
評

を
買
う
た
び
に
反
省
や
方
向
転
換
を
表
明
し

た
り
、
新
た
な
政
策
課
題
を
掲
げ
た
り
し

て
、
政
権
が
更
新
さ
れ
た
よ
う
に
見
せ
て
き

た
。
多
く
の
国
民
が
反
対
し
た
安
保
法
制
の

強
行
の
あ
と
の
「
経
済
最
優
先
」
。
森
友
・

加
計
問
題
の
さ
な
か
の
「
働
き
方
改
革
」
。

近
い
と
こ
ろ
で
は
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ

の
英
語
民
間
試
験
の
導
入
中
止
や
来
年
の
桜

を
見
る
会
の
中
止
が
あ
る
。 

　
か
つ
て
の
自
民
党
は
、
派
閥
の
間
で
疑
似

政
権
交
代
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
小
選
挙
区

制
の
導
入
で
派
閥
の
力
が
弱
ま
っ
た
前
世
紀

末
ご
ろ
か
ら
そ
れ
が
難
し
く
な
り
、
自
民
党

結
党
後
初
め
て
野
党
へ
の
政
権
交
代
が
起
き

た
。
細
川
連
立
政
権
が
成
立
し
、
や
が
て
本

格
的
な
政
権
選
択
選
挙
に
よ
る
鳩
山
民
主
党

政
権
が
誕
生
し
た
。 

　
だ
が
、
沖
縄
の
基
地
問
題
や
消
費
税
増
税

問
題
で
公
然
と
公
約
破
り
を
す
る
民
主
党
政

権
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
国
民
は
、
政

権
交
代
そ
の
も
の
へ
の
失
望
を
深
め
た
。
安

倍
政
権
は
他
派
閥
に
も
、
野
党
に
も
政
権
を

奪
わ
れ
る
可
能
性
が
少
な
く
な
っ
た
異
例
の

政
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
そ
の
わ
り
に
は
過
去
の
長
期
政
権
の

30よ
う
な
安
定
感
が
な
い
。 

年
金
　
「
株
価
と
支
持
率
を
ず
っ
と
チ
ェ
ッ

ク
し
て
い
る
の
も
、
不
安
に
か
ら
れ
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
」
と
辻
田
は
指
摘
す
る
。
つ
ま

り
政
権
を
恐
れ
さ
せ
る
も
の
が
、
他
派
閥
や

野
党
に
代
わ
っ
て
国
民
世
論
や
市
場
に
移
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。 

　
現
在
の
与
野
党
は
一
部
を
除
い
て
政
策
に

大
き
な
差
が
な
く
、
手
順
や
程
度
の
差
が
ほ

と
ん
ど
と
言
っ
て
い
い
。
も
し
本
質
的
な
差

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
つ
く

れ
る
と
し
た
ら
、
理
念
の
差
だ
。 

　
安
倍
政
権
は
支
持
率
を
上
げ
る
た
め
、
野

党
の
お
株
を
奪
う
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
政
策

を
相
次
い
で
実
行
し
て
き
た
。
何
よ
り
も
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
「
大
き
な
政
府
」
政
策

が
そ
う
だ
し
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
や

「
女
性
の
活
躍
促
進
」
は
わ
か
り
や
す
い
例

だ
。 

　
そ
れ
ら
は
個
人
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
理

念
に
も
と
づ
い
た
政
策
の
は
ず
だ
が
、
安
倍

政
権
や
そ
の
コ
ア
な
支
持
層
の
イ
デ
オ
ロ

ギー

は
個
人
よ
り
も
公
や
集
団
を
重
視
し
た

が
る
。
こ
の
政
権
は
理
念
的
に
は
ど
っ
ち
つ

か
ず
の
状
態
に
あ
り
、
そ
こ
に
政
権
の
弱
点

も
あ
る
。
野
党
が
現
政
権
に
対
抗
し
よ
う
と

す
る
な
ら
、
個
人
を
徹
底
的
に
尊
重
す
る
理

念
を
軸
に
連
携
と
政
策
づ
く
り
を
進
め
る
こ

と
が
必
須
と
な
る
。
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中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
なぜ独裁的か


