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戸東京野菜とは何か
江戸乗京野菜とは、江戸から東京という時代の中で栽培

され、その時代に消費されて食文化を形成した野菜のこ

とです。江戸時代の中ころに江戸の人口は百万を超え、

iT－＿さ二

それだけの人口をまかなう食料の生産地として、近郊に野菜の産地が

でき上がりました。一方、大名の参勤交代に伴う人や物の移動によっ

て、全国各地の野菜の種が江戸に集まるようになりました。その結果、

江戸の気候・風土の中で特色ある野菜が生まれ、産地の地名で呼ばれ

るようになりました。明治以降も、キャベツやハクサイ、短根ニンジ

ンなどの新野菜が導入され、生産や品種改良が盛んに行われました。

農家は野菜の生産だけでなく、良質な系統を選抜して採種、種の保存

にも努めてきました。これが江戸乗京野菜のルーツです。

（盲な江戸東京野菜＿〕

地
域
ぐ
る
み
で
の
復
活
の
取
り
組
み
が

花
開
い
た
江
戸
東
京
野
菜

江
戸
東
京
野
菜
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
亀
戸
ダ
イ
コ
ン
、
練
馬
ダ
イ
コ
ン
、
伝
統
小
松
菜
、
馬
込
半
白
キ
ュ
ウ

リ
、
寺
島
ナ
ス
…
な
ど
な
ど
、
東
京
に
は
伝
統
野
菜
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
4
0
年
代
、
国
の
指
定

産
地
制
度
に
よ
り
、
全
国
各
地
に
野
菜
の
大
産
地
が
で
き
る
と
、
l
代
雑
種
の
交
配
種
が
普
及
し
、
規
格
ど

お
り
の
野
菜
が
無
駄
な
く
消
費
地
に
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
■
そ
ろ
い
の
悪
い
固
定
種

の
伝
統
野
菜
は
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
6
0
年
代
に
入
り
固
定
種
を
栽
培
し
て
い
た
農
家
は
激
減
し

て
い
ま
し
た
。
絶
滅
の
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
た
野
菜
た
ち
が
今
、
新
た
な
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す
。
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蜜
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蒸
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昭
和
4
7
　
（
1
9
7
2
）
年
、
三
大
都
市
圏
の
市

街
化
区
域
内
に
は
「
農
地
は
い
ら
な
い
」
と
い
う

国
の
施
策
が
ま
と
ま
り
、
都
市
農
業
の
未
来
に
影

が
差
し
ま
し
た
。
私
は
、
J
A
東
京
中
央
会
で
主

に
農
政
部
門
を
担
当
し
て
お
り
、
都
市
農
業
の
現

状
と
役
割
に
つ
い
て
都
民
に
伝
え
る
こ
と
も
行
っ

て
い
ま
し
た
。
農
地
は
生
鮮
野
菜
の
生
産
地
で
あ

り
、
豊
か
な
環
境
を
保
全
し
て
災
害
時
に
は
避
難

場
所
と
な
る
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、

作
物
が
生
育
す
る
過
程
が
学
べ
る
教
育
の
場
で
も

あ
る
こ
と
も
ア
ピ
ー
ル
し
、
農
家
の
皆
さ
ん
と
い
っ

し
ょ
に
都
市
に
農
地
が
あ
る
必
要
性
を
訴
え
て
き

ま
し
た
。
農
家
と
活
動
す
る
う
ち
に
、
東
京
の
農

家
は
江
戸
時
代
の
農
家
の
末
裔
な
の
だ
と
い
う
当

た
り
前
の
こ
と
が
実
感
と
し
て
理
解
で
き
、
同
時

に
、
産
地
の
地
名
の
つ
い
た
野
菜
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
江
戸
東
京
の
食
文
化
を
支
え
て
き
た
こ
と
も

わ
か
り
ま
し
た
。

昭
和
6
0
年
代
に
な
り
、
農
林
行
政
に
携
わ
っ
て

い
た
大
先
輩
が
、
「
東
京
の
伝
統
野
菜
が
危
機
に

ひ
ん
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
絶
滅
し
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る
」
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
昭

和
4
0
年
代
に
導
入
さ
れ
た
国
の
指
定
産
地
制
度
．
で
、

地
方
に
大
産
地
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
安
定
的
に

規
格
ど
お
り
の
野
菜
を
消
費
地
に
大
量
に
運
ぶ
た

め
に
、
交
配
種
の
種
が
全
国
的
に
普
及
し
た
か
ら

で
す
。
そ
ろ
い
が
悪
い
固
定
種
の
伝
統
野
菜
は
、

栽
培
す
る
農
家
が
激
減
し
て
い
た
の
で
す
。

－
A
東
京
中
央
会
で
は
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
と
、
都
農
業
試
験
場
長
や
普
及
セ
ン
タ
ー
長

の
経
験
者
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
『
江
戸
・
東

京
ゆ
か
り
の
野
菜
と
花
』
（
平
成
4
年
・
農
文
協
）

を
ま
と
め
ま
し
た
。
古
い
時
代
の
こ
と
を
知
る
人

た
ち
か
ら
貴
重
な
話
が
聞
け
た
こ
と
が
、
何
よ
り

の
収
穫
で
し
た
。
現
在
、
全
国
で
伝
統
野
菜
の
掘

り
起
こ
し
、
復
活
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
地
域
の

古
老
た
ち
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
わ
か

小
ぶ
り
で
葉
軸
が
白
い
亀
戸
タ
イ
コ
ン



品川カブのお披露目会では、品川カブのほか、加工品の販売や、

品川カブ入りの豚汁も振る舞われて人気を集めた。

品川神社での品評会では、地元の小学生が栽培した品川カブが
並ぶ。

・一　一一一等リ

ら
な
い
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

同
時
期
、
伝
続
野
菜
を
守
ろ
う
と
立
ち
上
が
っ

た
の
が
京
都
と
金
沢
で
す
。
ど
ち
ら
も
行
政
を
巻

き
込
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
京
野
菜
」
「
加
賀
野
菜
」

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
ま
し
た
。
東
京
都
の

場
合
は
や
や
出
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
で
き

る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
始
め
ま
し
た
。
私
に
と
っ

て
は
、
江
戸
東
京
野
菜
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
し
よ

う
と
考
え
始
め
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

平
成
9
年
、
農
業
協
同
組
合
法
の
施
行
5
0
周
年

の
記
念
事
業
と
し
て
、
都
内
5
0
か
所
－
－
1
千
代
田

区
永
田
町
か
ら
小
笠
原
諸
島
ま
で
　
－
　
に
江
戸

東
京
の
農
業
の
説
明
板
を
設
置
す
る
と
い
う
企

画
を
提
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
農
業
に
ゆ
か
り

の
あ
る
地
区
や
江
戸
東
京
野
菜
の
産
地
を
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
神
社
の
境
内
な
ど
に

説
明
板
を
立
て
た
も
の
で
す
。
説
明
板
の
効
果
は

徐
々
に
現
わ
れ
、
こ
れ
が
復
活
の
火
種
と
な
り
ま

した。蔓
草
婆
亀
戸
タ
イ
「
ご
ノ
か
ら
始
ま
っ
た

江
東
区
亀
戸
に
は
、
そ
の
名
も
ズ
バ
リ
、
亀
戸

ダ
イ
コ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
初
期
に

関
西
か
ら
持
ち
込

生
産
は
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。
平
成
1
0
年
、
説
明

板
を
建
て
た
こ
と
で
、
こ
の
地
が
亀
戸
ダ
イ
コ
ン

の
生
ま
れ
た
故
郷
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
地

元
商
店
街
有
志
の
発
案
で
、
小
・
中
学
校
に
亀
戸

ダ
イ
コ
ン
を
栽
培
し
て
も
ら
う
試
み
が
始
ま
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
収
穫
し
た
ダ
イ
コ
ン
は
香
取
神

社
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
「
福
分
け
祭

り
」
　
の
イ
ベ
ン
ト
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ダ
イ
コ
ン

の
肌
が
白
く
、
葉
の
先
端
が
お
多
福
の
シ
ル
エ
ッ

ト
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
元
で
は
「
お
多
福

大
根
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
福
を
分

け
る
と
い
う
行
事
で
、
亀
戸
ダ
イ
コ
ン
が
市
民
に

配
ら
れ
ま
し
た
。
家
内
安
全
、
無
病
息
災
を
願
う

縁
起
物
と
し
て
家
庭
で
食
べ
る
と
い
う
新
し
い
食

文
化
が
生
ま
れ
、
す
で
に
取
り
組
み
は
十
数
年
を

経
て
、
住
民
の
入
れ
替
わ
り
の
激
し
い
都
市
部
で

も
、
世
代
を
超
え
た
支
持
を
集
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

亀
戸
ダ
イ
コ
ン
が
、
地
域
お
こ
し
の
核
に
な
っ

た
の
で
す
。

亀
戸
で
の
取
り
組
み
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
が
品

川
カ
ブ
で
す
。
品
川
神
社
に
建
て
た
品
川
カ
ブ
の

説
明
板
を
見
た
北
品
川
の
青
果
商
・
大
塚
好
雄
さ

ん
が
地
元
商
店
街
の
活
性
化
を
願
い
、
品
川
カ
ブ

で
の
衝
興
し
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
丸
い
カ
ブ
と

違
い
、
2
0
m
ほ
ど
の
細
長
い
根
と
そ
の
2
～
3
倍

も
あ
る
葉
が
特
徴
の
カ
ブ
で
す
。
こ
の
カ
ブ
は
、

文
化
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
成
形
図
説
に
掲
載
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
大
塚
さ
ん
は
地
元
の
学
校
に
種
を

配
っ
て
生
徒
た
ち
に
栽
培
し
て
も
ら
う
ほ
か
、
商

店
街
の
皆
さ
ん
に
種
を
配
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は

面
白
が
っ
て
く
れ
て
、
品
川
カ
ブ
を
使
っ
た
ケ
ー

キ
や
ま
ん
じ
ゅ
う
、
餃
子
な
ど
が
商
品
化
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
2
0
1
2
年
か
ら
、
小
学
校
の

生
徒
た
ち
が
栽
培
し
た
カ
ブ
の
品
評
会
が
品
川
神

社
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
品
川
区
を
あ
げ

て
の
取
り
組
み
が
続
い
て
い
ま
す
。



寺島ナスは、第一寺島小学校の開校130周年の記念事業として栽

培が始まり、“ナス名人”による栽培指導が続いている。
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奪
轟
ナ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
タ
も
た

柔
き
な
手
ご
た
え

亀
戸
ダ
イ
コ
ン
、
品
川
カ
ブ
が
地
域
に
定
着
し

た
な
か
で
、
夏
野
菜
が
ほ
し
い
と
の
思
い
が
強
く

な
り
ま
し
た
。
江
戸
東
京
野
菜
は
、
ダ
イ
コ
ン
、

カ
ブ
、
ハ
ク
サ
イ
、
葉
っ
ぱ
類
を
は
じ
め
、
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
の
も
の
が
多
く
マ
ス
コ
ミ
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
逆

に
取
材
の
申
し
込
み
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
が
多

く
、
当
時
は
そ
の
季
節
に
江
戸
東
京
野
菜
が
少
な

い
こ
と
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
る
機
会
が

極
端
に
少
な
く
な
る
の
で
話
題
は
し
ぼ
ん
で
い
ま

した。常
に
話
題
を
提
供
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
戦
略
と
し
て
注
目
し
た
の
が
、
墨

田
区
の
寺
島
ナ
ス
で
し
た
。
ナ
ス
は
夏
か
ら
秋
ま

で
長
く
と
れ
ま
す
か
ら
、
秋
冬
の
野
菜
と
リ
レ
ー

す
れ
ば
、
一
年
中
話
題
が
途
切
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

江
戸
で
は
「
寺
島
ナ
ス
」
が
有
名
で
し
た
。
そ

こ
で
、
寺
島
地
区
の
情
報
を
集
め
た
と
こ
ろ
、
地

元
の
第
一
寺
島
小
学
校
（
当
時
二
高
橋
英
三
校
長
）

が
開
校
1
3
0
周
年
記
念
を
翌
年
に
控
え
て
い
る

こ
と
を
知
り
、
開
校
記
念
事
業
と
し
て
の
復
活
栽

培
を
頼
み
に
行
き
ま
し
た
。
寺
島
ナ
ス
は
、
同
校

が
開
校
し
た
当
時
、
地
元
の
農
家
（
父
兄
）
が
栽

培
し
て
い
た
ナ
ス
で
す
。
説
明
板
の
設
置
で
お
世

話
に
な
っ
た
自
棄
神
社
の
今
井
宮
司
さ
ん
や
、
都

立
向
島
百
花
園
「
茶
事
さ
は
ら
」
　
の
佐
原
滋
元
さ

ん
は
同
小
学
校
の
O
B
で
、
「
現
在
、
寺
島
の
名

は
小
・
中
学
校
名
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
由
緒

あ
る
地
名
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
！
」
と
、
地
域
の

声
と
し
て
小
学
校
を
後
押
し
、
と
ん
と
ん
拍
子
で

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

同
小
学
校
で
受
け
入
れ
て
く
れ
た
場
合
を
想
定
し

て
、
三
鷹
市
で
数
千
株
の
ナ
ス
を
栽
培
し
、
ナ
ス

作
り
に
か
け
て
は
定
評
の
あ
る
　
〝
ナ
ス
名
人
〟
　
の

星
野
直
治
さ
ん
に
、
小
学
校
の
栽
培
指
導
を
お
願

い
す
る
と
と
も
に
、
「
ひ
と
畝
で
い
い
か
ら
作
っ

て
み
て
ほ
し
い
」
と
試
作
栽
培
を
頼
ん
で
い
ま
し

た。
星
野
さ
ん
は
、
い
っ
し
ょ
に
都
市
農
業
を
守
っ

て
き
た
方
で
す
。
今
ま
で
誰
も
作
っ
た
こ
と
の
な

い
ナ
ス
で
す
。
〝
ナ
ス
名
人
″
が
丹
精
込
め
て
作
っ

た
も
の
は
、
鶏
卵
大
で
香
り
が
強
く
、
皮
が
や
や

か
た
い
も
の
の
、
加
熱
す
る
と
と
ろ
り
と
し
て
お

い
し
い
ナ
ス
で
し
た
。
日
本
橋
な
ど
の
老
舗
の
料

理
人
た
ち
を
畑
に
招
い
て
試
食
会
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
江
戸
東
京
野
菜
の
勉
強
会
で
は
野
菜
ソ
ム

リ
エ
な
ど
、
5
0
人
に
も
試
食
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
「
え
ぐ
み
が
味
に
奥
行
き
を
与
え
て
い

る
」
「
ナ
ス
の
香
り
が
あ
り
お
い
し
い
」
「
濃
厚
で

う
ま
い
。
今
ま
で
の
ナ
ス
は
味
が
薄
か
っ
た
ん
だ

な
」
な
ど
数
々
の
称
賛
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、
そ

の
後
、
寺
島
ナ
ス
を
指
名
買
い
す
る
料
理
人
が
続

出
。
〝
ナ
ス
名
人
″
　
の
畑
で
は
、
寺
島
ナ
ス
の
栽

培
面
積
が
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
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新
宿
区
の
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
も
記
憶
に
残
っ
て

い
ま
す
。
早
稲
田
地
区
で
は
、
江
戸
時
代
よ
り
晩

生
系
の
秋
ミ
ョ
ウ
ガ
の
栽
培
が
盛
ん
で
し
た
が
、

ほ
か
の
産
地
と
同
様
、
栽
培
は
途
絶
え
て
い
ま
し

た。

あ
る
と
き
、
ミ
ョ
ウ
ガ
を
食
べ
て
い
て
ふ
と
思

い
ま
し
た
。
「
ミ
ョ
ウ
ガ
は
種
で
は
な
く
地
下
茎

で
殖
え
る
の
で
、
早
稲
田
の
旧
家
辺
り
に
忘
れ
ら

れ
た
株
が
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

－
　
こ
の
仮
説
を
ブ
ロ
グ
で
、
「
早
稲
田
ミ
ョ
ウ

ガ
を
探
し
ま
せ
ん
か
！
」
と
問
い
か
け
ま
し
た
。

大
き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
が
、
人
の
つ
な
が

り
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
早
稲
田
大
学
の
堀
口

健
治
副
総
長
（
当
時
）
　
に
お
願
い
す
る
機
会
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
学
生
や
O
B
の
皆
さ
ん
に
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
、
1
0
人

ほ
ど
の
　
〝
早
稲
田
み
ょ
う
が
捜
索
隊
″
　
が
結
成
さ

れ
ま
し
た
。
数
回
の
捜
索
活
動
で
、
早
稲
田
地
区

の
3
0
数
か
所
に
ミ
ョ
ウ
ガ
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

2
0
1
0
年
8
月
2
1
日
、
明
治
の
中
ご
ろ
か
ら

住
ん
で
い
る
と
い
う
旧
家
の
庭
に
、
ミ
ョ
ウ
ガ
の



論考

上：早稲田かつお祭りの実行委員会のメンバー。
右下：色つや、香りとも極上の早稲田ミョウカ。
左：井之口さんが手かける、ミョウカタケの軟化栽培。
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茂
み
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
当
日
は
N
H
K
の
取

材
ク
ル
ー
も
加
わ
り
、
そ
の
日
の
「
N
H
K
ニ
ュ
ー

ス
7
」
　
で
は
、
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
の
発
見
が
大
き

く
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
あ
の
日

の
こ
と
は
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
テ
レ
ビ

の
反
響
は
大
き
く
、
江
戸
東
京
野
菜
の
名
も
広
ま

り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
追
跡
調
査
で
、
8
月
下
旬

に
花
が
咲
く
、
ま
さ
に
晩
生
系
の
ミ
ョ
ウ
ガ
で
し

た。

暮
れ
に
は
、
そ
の
お
宅
か
ら
ミ
ョ
ウ
ガ
の
株
を

分
け
て
も
ら
い
、
長
く
ミ
ョ
ウ
ガ
栽
培
を
手
か
け

て
い
た
練
馬
区
の
農
家
・
井
之
口
喜
安
夫
さ
ん
に

栽
培
を
委
託
。
で
き
た
ミ
ョ
ウ
ガ
は
赤
色
が
強
く

て
香
り
が
よ
く
、
井
之
口
さ
ん
も
び
っ
く
り
す
る

ほ
ど
の
高
品
質
の
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
早
稲

田
大
学
の
早
田
宰
教
授
に
よ
っ
て
、
東
日
本
大
震

災
の
復
興
支
援
の
た
め
、
気
仙
沼
の
戻
り
ガ
ツ
オ

に
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
を
添
え
て
食
べ
る
「
早
稲
田

か
つ
お
祭
り
」
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
を
あ

げ
て
の
大
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

早
稲
田
の
ホ
テ
ル
で
ミ
ョ
ウ
ガ
タ
ケ
の
フ
ル
コ
ー

ス
料
理
を
提
供
、
ミ
ョ
ウ
ガ
を
使
っ
た
カ
ク
テ
ル

や
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
が
提
案
さ
れ
る
な
ど
、
地
元
で

も
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ

こ
そ
が
「
地
産
地
消
」
　
－
　
地
元
で
取
れ
た
も
の

を
地
元
で
消
費
す
る
1
の
お
手
本
で
す
。
江
戸

東
京
野
菜
の
復
活
は
地
域
お
こ
し
の
一
つ
の
き
っ

か
け
。
次
々
と
人
が
集
ま
り
、
ア
イ
デ
ア
が
実
現

し
て
い
く
過
程
に
か
か
わ
れ
る
の
は
、
と
て
も
う

れ
し
い
こ
と
で
す
。

野
翼
が
フ
ぢ
若
ネ
ッ
ト
ワ
…
タ

2
0
1
3
年
末
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
江
戸
東
京

野
菜
は
3
4
品
目
。
江
戸
東
京
野
菜
の
発
掘
と
同
時

に
、
農
家
、
市
場
関
係
者
、
青
果
商
、
料
理
人
、

料
理
研
究
家
、
フ
ー
ド
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
野
菜

ソ
ム
リ
エ
、
企
業
な
ど
を
結
び
つ
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
作
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
活
躍
す
る
方
々
の
情
報
が
飛

び
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ブ
ロ
グ

「
江
戸
東
京
野
菜
通
信
」
　
で
、
毎
日
情
報
発
信
を

続
け
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
す
。

農
家
が
自
家
用
に
ひ
っ
そ
り
と
栽
培
し
て
い
た

野
菜
が
、
じ
つ
は
幻
の
江
戸
東
京
野
菜
だ
っ
た
と

い
う
幸
運
に
も
巡
り
合
え
ま
し
た
。
江
戸
東
京
ゆ

か
り
の
伝
統
野
菜
は
、
栽
培
農
家
が
2
軒
以
上
あ

る
こ
と
が
決
定
の
基
準
に
な
る
の
で
、
こ
れ
か
ら

も
意
識
の
高
い
意
欲
的
な
農
家
に
協
力
を
あ
お
い

で
ま
い
り
ま
す
。

江
戸
東
京
野
菜
の
復
活
は
、
あ
る
程
度
は
達
成

で
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
道
半
ば
で
す
。
伝

統
野
菜
は
ま
ず
く
て
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で

は
な
く
、
流
通
に
乗
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。

復
活
し
た
野
菜
を
食
べ
る
と
、
多
く
の
方
々
は
そ

の
個
性
豊
か
な
味
わ
い
に
驚
き
、
魅
了
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
江
戸
東
京
野
菜
は
、
旬
の
時
期
に
し

か
出
回
り
ま
せ
ん
。
季
節
を
知
ら
せ
る
野
菜
で
す

か
ら
、
店
頭
に
並
ん
で
い
た
ら
、
ぜ
ひ
手
に
取
っ

て
く
だ
さ
い
。
江
戸
東
京
野
菜
は
、
食
べ
る
人
が

い
な
く
な
れ
ば
絶
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
食
べ
続

け
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
学
校
で
の
栽
培
や

給
食
の
食
材
と
し
て
の
利
用
、
収
穫
祭
な
ど
を
通

し
て
、
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
江
戸
東
京
野
菜
に
触

れ
て
い
れ
ば
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
次
の
世
代

に
伝
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

和
食
の
食
文
化
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、
伝
統
野
菜
も
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
流
れ
に

乗
せ
る
の
で
は
な
く
、
地
産
地
消
の
象
徴
と
し
て
、

生
産
さ
れ
た
土
地
で
食
べ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
6
年
後
に
控
え
て
、

東
京
に
来
ら
れ
た
と
き
に
は
、
江
戸
東
京
野
菜
に

こ
め
ら
れ
た
、
長
い
歴
史
と
再
発
見
の
物
語
も
い
っ

し
ょ
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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