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桃
栗
三
年
柿
八
年

…芽
が
出
て
実
が
な
る

ま
で
に
、
桃
と
栗
は

三
年
、
柿
は
八
年
か

か
る
と
い
う
こ
と
。

ま
た
、
何
事
も
成
し

遂と

げ
る
ま
で
に
は
そ

れ
に
見
合
っ
た
年
月

が
必
要
だ
と
い
う
た

と
え
。

剪
定
…

木
の
枝え

だ

を
切
り
、
形

を
整
え
た
り
、
風
通

し
を
良
く
す
る
こ
と
。

棚
づ
く
り
…

支し

柱ち
ゅ
う

な
ど
を
立
て
て

枝
を
高
い
位
置
で
横

に
広
げ
て
い
く
作
業
。

「
い
っ
た
い
ど
う
し
ち
ま
っ
た
ん
だ
。」

「
せ
っ
か
く
の
美
し
い
田
ん
ぼ
を
…
…
。
バ
カ
者
だ
、
藤
吉
さ
ん
は
。」

　

藤
吉
が
、
梨
の
木
の
苗な

え

を
植
え
始
め
た
と
き
の
村
人
た
ち
の
こ
と
ば
で
す
。

　

日
野
藤
吉
は
、
嘉か

永え
い

二
（
一
八
四
九
）
年
、
利り

府ふ

村む
ら

（
現げ

ん

在ざ
い

の
利
府
町
）
に
生
ま
れ

ま
し
た
。
利
府
村
森も

り

郷ご
う

に
あ
る
農
家
に
む
こ
入
り
し
た
藤
吉
は
、
家か

業ぎ
ょ
う

の
米
づ
く
り
に

熱
心
に
取
り
組
む
ま
じ
め
な
青
年
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
利
府
の
農
家
の
多
く
は
、
収

し
ゅ
う

入に
ゅ
う

の
ほ
と
ん
ど
を
米
づ
く
り
に
頼た

よ

っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
米
づ
く
り
で
は
、
日
照
り
や
長
雨
、
低
温
に
よ
る
不
作
の
年
が
あ
り
、
農
家
の
生
活
は
け
っ
し
て
楽
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

あ
る
年
、
天
候
が
悪
く
米
は
も
ち
ろ
ん
他
の
農
作
物
も
不
作
で
、
村
人
た
ち
は
売
る
た
め
の
米
ど
こ
ろ
か
、
自
分
た
ち
が
食
べ

る
も
の
に
も
不
自
由
す
る
ほ
ど
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
て
い
ね
い
に
肥ひ

料り
ょ
う

を
加
え
て
何
度
も
耕た

が
や

し
て
土
づ
く
り
を
し
た
り
、
雑ざ

っ

草そ
う

や

水
の
管
理
に
気
を
つ
け
て
田
を
耕
し
た
り
し
て
、
ど
の
農
家
よ
り
も
手
間
を
か
け
て
ま
じ
め
に
米
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
藤

吉
も
、
米
が
取
れ
ず
す
っ
か
り
気
落
ち
し
て
い
ま
し
た
。

「
気
晴
ら
し
に
つ
り
に
で
も
行
く
か
…
…
。」

　

つ
り
が
好
き
だ
っ
た
藤
吉
が
石い

し
の
ま
き巻

に
つ
り
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
途と

中ち
ゅ
う

、
ふ
と
近
く
の
畑
を
見
る
と
梨
の
木
が
あ
る
の

に
気
づ
い
た
藤
吉
は
、
そ
の
木
に
お
い
し
そ
う
な
実
が
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
腰こ

し

が
ぬ
け
る
ほ
ど
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。

「
米
が
取
れ
な
く
て
も
梨
は
実
る
の
か
。」

そ
の
立り

っ

派ぱ

な
梨
の
木
に
近
づ
き
、
梨
の
実
を
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
藤
吉
は
考
え
ま
し
た
。

「	

梨
は
米
ほ
ど
天
候
に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
し
か
も
、
売
れ
れ
ば
現げ

ん

金き
ん

が
す
ぐ
に
手
に
入
る
。
そ
れ
な
ら
、
利
府
に

も
梨
を
植
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
も
、
ど
こ
に
…
…
。
ど
う
や
っ
て
…
…
。」

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
藤
吉
は
我わ

が
子こ

の
よ
う
に
大
切
に
世
話
を
し
て
耕
し
て
き
た
田
ん
ぼ
を
、
何
日
も
何
日
も
じ
っ
と
見
つ

め
る
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

　

あ
る
日
、
藤
吉
は
自
分
の
水
田
の
半
分
を
つ
ぶ
し
て
、
梨
の
苗な

え

木ぎ

を
百
五
十
本
植
え
ま
し
た
。
そ
の
翌よ

く

年ね
ん

も
百
五
十
本
植
え
ま

し
た
。
ふ
だ
ん
か
ら
ま
じ
め
で
が
ん
こ
者
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
た
藤
吉
が
、
だ
れ
よ
り
も
大
切
に
手
入
れ
を
し
て
き
た
田
ん
ぼ
を

つ
ぶ
し
て
梨
の
苗
木
を
植
え
て
い
る
姿す

が
た

を
見
て
、
村
の
人
た
ち
は
と
て
も
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

「
い
っ
た
い
ど
う
し
ち
ま
っ
た
ん
だ
、
藤
吉
さ
ん
は
。」

「	

あ
ん
な
に
大
切
に
し
て
い
た
田
ん
ぼ
を
…
…
。
失
敗
し
た
ら
田
も
畑
も
だ
い
な
し
だ
。」

村
人
た
ち
は
、
藤
吉
の
姿
を
冷
や
や
か
な
目
で
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
藤
吉
が
三
十
三
歳さ

い

の
と
き
で
し
た
。

　

藤
吉
が
選
ん
だ
梨
栽
培
の
道
の
り
は
、
決
し
て
平
た
ん
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
桃も

も

栗く
り

三さ
ん

年ね
ん

柿か
き

八は
ち

年ね
ん

』
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
果
物
は
実
が
な
る
ま
で
長
い
年
月
が
か
か
り
ま
す
。
梨
は
さ
ら
に
長
い
年
月
が
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
石
巻

の
友
人
に
栽
培
方
法
を
学
ん
だ
藤
吉
は
、
米
づ
く
り
の
時
に
も
ま
し
て
ま
じ
め
に
働
き
ま
し
た
。
米
が
収

し
ゅ
う

穫か
く

を
む
か
え
る
秋
に
は
、

梨
の
木
が
大
き
く
育
つ
よ
う
に
肥こ

や
し
を
ま
い
て
土
づ
く
り
を
し
、
冬
に
な
る
と
千
葉
か
ら
梨
栽
培
の
農
家
を
ま
ね
い
て
剪せ

ん

定て
い

の

技ぎ

術じ
ゅ
つ

を
学
び
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
実
に
日
を
当
た
り
や
す
く
す
る
よ
う
に
棚た

な

づ
く
り
を
す
る
の
も
冬
の
仕
事
で
す
。
米
づ
く
り

の
農
家
が
ひ
ま
な
と
き
も
、
梨
栽
培
は
休
む
ひ
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
春
に
な
っ
て
、
ほ
か
の
農
家
た
ち
が
田
植
え
を
始
め

る
こ
ろ
は
、
梨
の
花
を
一
つ
一
つ
取
っ
て
は
花か

粉ふ
ん

を
取
り
出
し
、
花
粉
づ
け
を
し
、
小
さ
い
実
を
切
り
落
と
し
て
大
き
い
実
だ
け

日ひ

野の　

藤と

う

吉き

ち　
　

― 

梨な

し

の
栽さ

い

培ば

い

で
村
を
救
う 

―

日野　藤吉
（利府町教育委員会提供）
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日
野
藤
吉

　

日
野
藤
吉
は
、
嘉か

永え
い

二
（
一
八
四
九
）
年
、
現
在
の
利
府
町
に
生
ま
れ
た
。
米
づ
く
り
に
頼た

よ

っ
て
い
た
利
府
の
農
業
に
梨
の
栽
培
を
取
り
入
れ
た
。
栽
培
が
成
功
し
、

利
府
の
農
家
は
天
候
に
大
き
く
左
右
さ
れ
ず
収
入
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
に
大
恩
人
と
た
た
え
ら
れ
た
。

風
物
詩
…

そ
の
季
節
を
よ
く
表

し
て
い
る
物
、
事こ

と

柄が
ら

。

頌
徳
碑
…

そ
の
人
物
の
功こ

う

績せ
き

や

名め
い

誉よ

を
た
た
え
る
記

念
に
す
る
た
め
文
字

を
刻き

ざ

ん
だ
石
。

摘
果
…

余よ

分ぶ
ん

な
果
実
を
取と

り

除の
ぞ

き
果
実
数
を
制せ

い

限げ
ん

す
る
事
に
よ
り
、
大

玉
の
果
実
を
生
産
す

る
た
め
と
、
品ひ

ん

質し
つ

の

良
い
果
実
を
選
別
し

て
、
高
品
質
な
果
実

を
収
穫
す
る
た
め
に

行
う
作
業
。

を
残
す
摘て

き

果か

の
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
害
虫
が
つ
か
な
い
よ
う
に
行
う
消
毒
は
、
手
間
も
お
金
も
か
か
る
大
変
な
作
業
で
し
た
。

（
本
当
に
梨
づ
く
り
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。）

（
い
や
、
米
が
取
れ
な
く
て
も
梨
は
実
っ
て
い
た
。）

け
っ
し
て
裕ゆ

う

福ふ
く

で
は
な
い
農
家
に
生
ま
れ
、
村
人
の
苦
し
い
生
活
ぶ
り
も
よ
く
分
か
っ
て
い
た
藤
吉
は
、
こ
の
梨
づ
く
り
を
成
功

さ
せ
る
こ
と
が
村
人
の
た
め
に
な
る
と
考
え
、
根
気
強
く
梨
づ
く
り
に
向
き
合
い
ま
し
た
。
鍬く

わ

を
持
つ
手
は
、
い
つ
し
か
血
が
に

じ
む
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

五
年
た
ち
、
十
年
た
ち
、
藤
吉
の
植
え
た
木
は
大
き
く
育
ち
、
大
き
な
実
が
た
わ
わ
に
実
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
藤
吉
は
、

そ
の
梨
を
背せ

中な
か

の
か
ご
に
入
れ
て
背
負
い
、
塩し

お

竈が
ま

ま
で
売
り
に
行
き
ま
し
た
。
藤
吉
の
梨
は
、
甘あ

ま

く
て
歯
ご
た
え
が
あ
っ
て
お
い

し
い
と
評

ひ
ょ
う

判ば
ん

に
な
り
、
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
ま
し
た
。

「
藤
吉
さ
ん
、
梨
づ
く
り
を
教
え
て
く
れ
な
い
か
。」

「
道
具
を
貸か

し
て
も
ら
え
な
い
か
。」

藤
吉
の
成
功
を
見
て
、
村
の
人
々
も
梨
づ
く
り
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
に

は
、
藤
吉
の
こ
と
を
「
バ
カ
者
」
あ
つ
か
い
し
た
村
人
も
、
藤
吉
の
と
こ
ろ
に
来
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
藤
吉
は
わ
け
へ
だ
て
な
く
村
人
に
梨
づ
く
り
の
方
法
を
広
め
ま
し

た
。
は
じ
め
て
梨
づ
く
り
を
始
め
る
村
人
に
も
親
切
に
教
え
ま
し
た
。
村
人
が
新
し
い

道
具
や
消

し
ょ
う

毒ど
く

薬や
く

を
買
う
の
に
困こ

ま

っ
て
い
る
と
き
は
、
梨
を
売
っ
て
た
く
わ
え
て
い
た
お

金
を
お
し
ま
ず
貸
し
ま
し
た
。

　

明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
、
藤
吉
が
五
十
六
歳
の
時
、
宮
城
県
は
大だ

い

凶き
ょ
う

作さ
く

に

見み

舞ま

わ
れ
ま
し
た
。
米
の
収
穫
は
い
つ
も
の
十
分
の
一
に
激げ

き

減げ
ん

し
て
、
収
入
が
な
い
多

く
の
農
家
は
出で

稼か
せ

ぎ
に
行
き
ま
し
た
。
学
校
で
は
、
教
科
書
や
学
用
品
を
買
え
ず
、
弁べ

ん

当と
う

さ
え
持
参
で
き
な
い
児
童
が
増ふ

え
ま
し
た
。
し
か
し
、
梨
は
そ
れ
ほ
ど
影え

い

響き
ょ
う

を
受
け
ず
、
利
府
の
農
家
は
梨
づ
く
り
に
よ
っ
て

安
定
し
た
収
入
を
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
梨
栽
培
を
広
め
、
品ひ

ん

種し
ゅ

改か
い

良り
ょ
う

に
力
を
注
い
だ
藤
吉
は
、

七
十
七
歳さ

い

で
そ
の
生

し
ょ
う

涯が
い

を
閉と

じ
ま
し
た
。
藤
吉
の
努
力
に
よ
っ
て
、
利
府
の
梨
農
家
は

多
い
と
き
に
は
三
百
五
十
五
軒け

ん

に
も
上
り
ま
し
た
。
今
で
は
、
九
月
と
も
な
れ
ば
、
利

府
の
道
路
の
い
た
る
所
で
梨
の
路ろ

上じ
ょ
う

販は
ん

売ば
い

店て
ん

が
軒の

き

を
つ
ら
ね
、
秋
の
風ふ

う

物ぶ
つ

詩し

と
も
な
っ

て
い
ま
す
。
旧

き
ゅ
う

利
府
町
役
場
（
今
の
十と

符ふ

の
里
プ
ラ
ザ
）
の
向
か
い
側
に
、
藤
吉
が
植

え
た
『
真し

ん

鍮ち
ゅ
う

梨な
し

』
の
木
が
枝え

だ

を
広
げ
て
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
横
に
は
、
利
府

の
村
人
を
救
っ
た
「
大だ

い

恩お
ん

人じ
ん

」
と
し
て
藤
吉
を
た
た
え
る
『
頌

し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

』
が
た
た
ず
ん
で

い
ま
す
。
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