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蕗
の
未
来
を
考
え
よ
う
⑥
】

第
9
回
　
定
ね
と
り
く
ら
ぶ
　
第
9
回
日
本
有
機
農
業
研
究
会
種
苗
研
修
会
・
講
演
録

「
伝
統
野
菜
」
を
広
め
・
つ
な
げ
る

江
戸
東
京
の
伝
統
野
菜
に
見
る
事
例

江
戸
東
京
・
伝
統
野
菜
研
究
会
大
竹
道
茂

各
地
で
伝
統
野
菜
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
各
地
に
根
付
い
て
き
た
そ

れ
ぞ
れ
の
野
菜
は
、
味
が
よ
く
、
地
域
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
近
代
的
な

流
通
の
発
展
に
伴
い
、
収
量
が
少
な
い
、
日
持
ち
が
し
な
い
、
収
穫
期
が
ば
ら
ば
ら
、

香
り
が
強
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
横
に
追
い
や
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
良
さ
を
再
認
識
し
、
地
域
の
食
文
化
と
共
に
あ
っ
た
貴
重
な
種
子
を
守
ろ
う
と
い

う
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。

第
8
回
種
苗
研
修
会
で
は
、
東
京
で
伝
統
野
菜
の
保
存
継
承
、
普
及
に
力
を
注
い
で

い
る
大
竹
道
茂
さ
ん
に
、
江
戸
東
京
・
伝
統
野
菜
研
究
会
の
取
組
み
の
よ
う
す
を
伺
い

ま
し
た
。
大
学
生
を
巻
き
込
ん
だ
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
の
発
掘
物
語
り
、
神
社
で
の
伝
統

野
菜
を
使
っ
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
大
い
に
参
考
に
な
る
お
話
で
し
た
。

伝
統
野
菜
の
復
活
は
時
間
と
の
戦
い

1
9
8
7
年
だ
っ
た
か
、
東
京
の
農
業
振
興
に
永
年
携
わ
っ
て
き
た
大
先

輩
か
ら
、
固
定
種
な
ど
伝
統
野
菜
を
栽
培
し
て
い
た
農
家
が
激
減
し
て
い
る

と
の
衝
撃
的
な
話
を
聞
い
た
。

国
の
野
菜
指
定
産
地
制
度
が
導
入
さ
れ
定
着
し
た
こ
と
で
、
大
量
流
通
に

乗
せ
る
た
め
規
格
通
り
に
段
ボ
ー
ル
に
き
っ
ち
り
収
ま
る
野
菜
が
求
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
一
代
雑
種
の
F
l
が
導
入
さ
れ
、
規
格
外
が
多
く
出
て
不
経
済

な
伝
統
野
菜
は
、
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
。

伝
統
野
菜
は
季
節
限
定
で
、
耐
病
性
に
劣
り
、
周
年
栽
培
が
不
可
能
だ
っ

た
り
、
日
持
ち
が
し
な
い
な
ど
で
、
生
産
し
販
売
す
る
農
家
サ
イ
ド
か
ら
す

る
と
、
大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
流
通
形
態
の
中
で
は
、
リ
ス
ク
が
大
き
す

ぎた。江
戸
か
ら
東
京
へ
と
野
菜
文
化
を
伝
え
て
き
た
伝
統
野
菜
は
、
「
タ
ネ
を
播

き
、
収
穫
し
食
べ
、
一
部
か
ら
タ
ネ
を
採
り
、
タ
ネ
を
播
き
…
…
」
と
い
う

サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
、
野
菜
の
命
は
今
日
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
江
戸
・

東
京
の
文
化
の
礎
に
あ
る
も
の
だ
。
そ
し
て
貴
重
な
遺
伝
資
源
は
引
き
続
き

次
代
に
伝
え
て
い
か
ね
ば
と
も
考
え
て
い
た
だ
け
に
、
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。

J
A
東
京
グ
ル
ー
プ
で
は
、
1
9
8
9
年
、
今
知
り
得
る
こ
と
は
整
理
し

て
書
き
留
め
よ
う
と
、
当
時
ご
健
在
だ
っ
た
、
東
京
都
の
農
業
試
験
場
長
経

験
者
や
農
業
改
良
普
及
所
長
経
験
者
、
さ
ら
に
は
東
京
都
種
苗
協
会
関
係
者

な
ど
2
0
数
人
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、
「
江
戸
東
京
ゆ
か
り
の
野
菜
と
花
」

の
編
纂
に
取
り
掛
か
っ
た
。

仕
事
の
合
間
の
作
業
だ
っ
た
か
ら
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
農
文

協
の
協
力
で
1
9
9
2
年
に
刊
行
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
編
纂
に
取
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り
組
め
た
こ
と
は
大
き
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
、
今
日
新
た
に
取
り
組

む
と
な
っ
た
場
合
、
伝
統
野
菜
の
情
報
を
持
っ
た
経
験
者
の
何
人
も
が
鬼
籍

に
入
り
、
貴
重
な
情
報
ま
で
も
彼
方
へ
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。

全
国
で
、
伝
統
野
菜
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
各
県
と
も
時
間
と
の
戦
い

で
、
地
域
で
の
食
文
化
の
由
緒
や
伝
統
野
菜
の
来
歴
を
知
る
長
老
た
ち
は
、

日
に
日
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
流
通
さ
れ
な
い
こ
と
で
食
べ
る
人
が
い

な
く
な
れ
ば
、
栽
培
さ
れ
ず
貴
重
な
遺
伝
資
源
を
持
っ
た
タ
ネ
は
激
減
し
、

絶
滅
し
た
も
の
も
多
い
と
聞
く
。

有
名
料
理
人
が
注
目
す
る
伝
統
野
菜

2
0
0
5
年
、
食
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
頃
か
ら
少
し
流
れ
が
変
わ
っ

た
。
2
0
0
7
年
、
日
本
橋
の
割
烹
「
ゆ
か
り
」
　
の
二
代
日
　
野
永
喜
一
郎

氏
か
ら
東
京
の
割
烹
店
の
7
割
が
京
風
の
味
付
け
で
、
江
戸
の
食
材
が
あ
る

の
な
ら
江
戸
の
味
を
伝
え
た
い
と
の
話
を
い
た
だ
い
た
。
前
掲
の
　
「
江
戸
東

京
ゆ
か
り
の
野
菜
と
花
」
を
読
ん
で
く
れ
た
の
だ
。

じ
め
、
東
京
の
生
産
者
を
1
年
間
訪
ね
歩
き
、
自
ら
収
穫
し
た
食
材
を
料
理

す
る
こ
と
で
、
東
京
で
の
地
産
地
消
を
実
践
、
食
材
の
良
さ
を
確
認
さ
れ
た
。

2
0
0
9
年
東
京
駅
の
近
く
に
「
ミ
ク
ニ
マ
ル
ノ
ウ
チ
」
を
オ
ー
プ
ン
す

る
に
当
た
り
、
東
京
の
食
材
に
こ
だ
わ
ら
れ
た
要
因
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

江
戸
乗
京
野
菜
の
定
義
が
決
ま
っ
た

東
京
の
有
名
店
か
ら
始
ま
っ
た
「
江
戸
東
京
野
菜
」
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

開
発
に
よ
っ
て
、
飲
食
サ
イ
ド
か
ら
の
強
い
要
請
で
、
2
0
1
1
年
7
月
、

江
戸
東
京
野
菜
推
進
委
員
会
（
I
A
東
京
中
央
会
）
が
江
戸
東
京
野
菜
を
商

標
登
録
し
定
義
と
品
目
を
定
め
た
。

江
戸
東
京
野
菜
の
基
本
的
考
え
方
は
、
「
江
戸
期
か
ら
始
ま
る
東
京
の
野

菜
文
化
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
種
苗
の
大
半
が
自
給
ま
た
は
、
種
苗
商
に

よ
り
確
保
さ
れ
て
い
た
1
9
6
5
年
～
1
9
7
4
年
（
昭
和
中
期
）
　
ま
で
の

固
定
種
、
ま
た
は
在
来
の
栽
培
法
等
に
由
来
す
る
野
菜
と
す
る
」
と
し
て
い

る
。
個
々
具
体
的
な
定
義
と
し
て
は
、
江
戸
期
か
ら
昭
和
中
期
に
確
立
し
た

品
目
、
品
種
、
栽
培
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
生
産
状
況
だ
が
、
①
複
数
の
生

産
者
が
販
売
を
目
的
と
し
て
生
産
し
て
い
る
か
②
今
後
、
販
売
を
目
的
と

し
た
生
産
が
見
込
ま
れ
る
も
の
な
ど
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

いる。特
性
確
認
と
し
て
は
、
①
品
種
特
性
に
由
来
す
る
品
種
固
有
の
特
性
が
明

ら
か
で
あ
る
。
②
産
地
の
歴
史
や
風
土
に
由
来
、
伝
統
的
な
栽
培
方
法
等
が

特
徴
に
な
っ
て
い
る
。
使
用
種
苗
は
、
在
来
の
固
定
種
を
基
本
と
し
、
種
苗

の
来
歴
が
明
ら
か
で
、
栽
培
を
希
望
す
る
生
産
者
が
入
手
可
能
な
も
の
。
し

か
も
、
東
京
の
農
業
振
興
が
背
景
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
京
の
生
産
者
が
生

産
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
定
義
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
品
目
に
つ
い
て
は
、
「
江
戸
東
京
野

菜
推
進
委
員
会
」
　
に
お
い
て
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。
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伝
統
野
菜
と
交
配
種
の

明
確
な
区
分
が

求
め
ら
れ
て
い
る

江
戸
東
京
野
菜
3
4
種
の
中
に
、

後
閑
晩
生
コ
マ
ツ
ナ
と
城
南
コ

マ
ツ
ナ
が
あ
る
が
こ
れ
ら
を
伝

統
小
桧
菜
と
呼
ん
で
い
る
。
ま

た
ダ
イ
コ
ン
に
は
伝
統
大
蔵
ダ

イ
コ
ン
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
交

配
種
と
の
明
確
な
区
分
の
た
め

に
つ
け
ら
れ
た
名
称
だ
。

小
松
菜
は
、
北
海
道
か
ら
沖

縄
ま
で
、
日
本
全
国
で
栽
培
さ

れ
、
周
年
栽
培
も
可
能
だ
。

小
松
菜
は
1
9
6
0
年
代
ま

で
は
関
東
の
冬
野
菜
だ
っ
た

が
、
チ
ン
ゲ
ン
菜
と
の
交
配
で

株
間
が
狭
く
て
も
栽
培
で
き
る

立
ち
姿
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
収

穫
量
も
増
え
、
耐
病
性
品
種
も

生
ま
れ
た
こ
と
で
周
年
栽
培
も

可
能
に
な
っ
た
。

ま
た
、
緑
黄
色
野
菜
と
し
て

生
で
食
べ
る
サ
ラ
ダ
用
の
需
要

に
は
、
タ
ー
サ
イ
と
交
配
し
て

菜
の
色
を
濃
く
し
た
。
こ
れ
ら

は
交
配
し
た
時
点
で
新
し
い
野
菜
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
タ
ネ
袋

に
は
交
配
と
は
あ
る
も
の
の
　
「
小
桧
菜
」
　
の
名
前
、
さ
ら
に
市
場
に
は
交
配

表
示
は
さ
れ
ず
に
「
小
粉
薬
」
　
の
名
で
出
荷
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
蔵
ダ
イ
コ
ン
も
し
か
り
で
、
1
9
6
0
年
代
以
降
は
栽
培
し
や
す

い
交
配
種
の
青
首
ダ
イ
コ
ン
に
栽
培
は
切
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

幻
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
美
味
し
い
大
蔵
ダ
イ
コ
ン
を
食
べ
た
い
と
す
る
消
費

者
の
要
望
か
ら
交
配
種
の
大
蔵
ダ
イ
コ
ン
と
し
て
1
9
7
4
年
復
活
し
た
。

江
戸
東
京
野
菜
の
需
要
か
ら
、
小
金
井
の
井
上
誠
一
氏
が
2
0
0
9
年
に

固
定
種
の
大
蔵
ダ
イ
コ
ン
を
復
活
し
市
場
出
荷
が
始
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
交

配
種
と
区
分
す
る
た
め
に
、
伝
統
を
冠
し
て
伝
統
大
蔵
ダ
イ
コ
ン
と
呼
ん
で

いる。昨
年
の
1
0
月
、
関
西
の
ホ
テ
ル
で
発
生
し
た
食
材
の
偽
称
問
題
は
、
伝
統

の
ネ
ギ
の
名
前
も
挙
が
っ
て
い
た
が
、
ホ
テ
ル
サ
イ
ド
の
問
題
だ
っ
た
。
し

か
し
、
全
国
的
に
「
昔
の
名
前
で
出
て
い
ま
す
」
と
い
う
、
名
前
だ
け
伝
統

野
菜
と
い
う
交
配
種
が
生
ま
れ
て
い
る
。

今
日
、
伝
統
野
菜
を
食
べ
た
い
と
す
る
消
費
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
中
で
、

認
識
の
甘
い
納
入
業
者
が
交
配
種
を
伝
統
野
菜
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
ら
、
影

響
は
生
産
者
に
ま
で
及
び
、
該
当
す
る
伝
統
野
菜
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
と
信

頼
の
失
墜
は
免
れ
な
い
だ
け
に
、
今
、
明
確
な
区
分
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

江
戸
棄
京
野
菜
に
は
、
一
つ
ひ
と
つ
に
物
語
が
あ
る

江
戸
東
京
野
菜
の
代
表
で
も
あ
る
練
馬
ダ
イ
コ
ン
は
、
後
に
五
代
将
軍
と

な
っ
た
綱
吉
が
、
ま
だ
地
方
大
名
の
松
平
右
馬
頭
だ
っ
た
時
、
尾
張
か
ら
大

根
の
タ
ネ
を
取
り
寄
せ
練
馬
の
地
で
農
民
に
播
か
せ
た
と
こ
ろ
、
地
ダ
イ
コ

ン
と
交
雑
し
、
ま
た
関
東
ロ
ー
ム
層
の
火
山
灰
土
に
適
し
て
1
メ
ー
ト
ル
も

あ
る
大
き
な
大
根
が
生
産
さ
れ
た
。
以
後
、
練
馬
は
ダ
イ
コ
ン
の
産
地
と
し

て
発
展
し
た
が
、
そ
れ
に
は
、
沢
庵
和
尚
に
よ
っ
て
普
及
さ
れ
た
糠
漬
け
を
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取
り
入
れ
、
消
費
拡
大
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。

ま
た
、
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
鷹
狩
で
丹
頂
鶴
の
群
れ
る
水
田
地
帯
で
鷹
狩

を
楽
し
ん
で
い
た
が
、
腹
が
す
い
た
と
水
田
の
一
角
に
あ
っ
た
鋼
で
、
昼
食

を
所
望
す
る
。
急
に
来
ら
れ
て
も
と
、
出
し
て
く
れ
た
の
が
餅
の
澄
ま
し
汁

に
庭
の
青
菜
を
彩
り
に
入
れ
た
も
の
。
冬
が
旬
の
青
菜
は
美
味
い
。
吉
宗
は

大
層
気
に
入
り
、
そ
の
名
を
聞
く
が
、
名
も
な
い
薬
だ
と
の
返
事
。
そ
れ
な

ら
ば
と
、
「
こ
の
辺
り
は
小
松
川
だ
か
ら
、
そ
の
名
を
ク
小
松
菜
〟
と
す
る

が
良
い
」
と
、
吉
宗
が
名
付
け
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

家
康
、
秀
忠
、
家
光
と
三
代
に
わ
た
る
将
軍
は
こ
と
の
ほ
か
真
桑
瓜
が
好

き
だ
っ
た
。
美
濃
の
真
桑
村
か
ら
、
毎
年
、
真
桑
瓜
栽
培
の
名
人
を
呼
び
寄

せ
て
つ
く
ら
せ
た
と
府
中
市
の
史
実
に
記
さ
れ
て
い
る
。

野
菜
に
ま
つ
わ
る
物
語
は
付
加
価
値
と
し
て
普
及
や
消
費
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る

探
し
続
け
る
江
戸
東
京
野
菜
、
そ
し
て
種
採
り

東
京
都
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
保
存
さ
れ
て
い
る
、
研
究
資
料
の
細

密
画
に
「
練
馬
産
萄
」
が
あ
る
。
1
8
6
8
年
～
1
9
4
0
年
（
明
治
か
ら

昭
和
初
期
）
　
に
か
け
て
描
か
れ
た
も
の
で
、
練
馬
ダ
イ
コ
ン
の
タ
ネ
を
採
種

す
る
た
め
の
貴
重
な

資
料
だ
。

細
密
画
に
措
か
れ

た
葉
は
、
伝
統
的
な

練
馬
大
根
の
特
徴
を

表
し
て
い
て
、
作
業

と
し
て
は
、
絵
と
同

じ
葉
の
ダ
イ
コ
ン
を

採
種
用
の
畑
か
ら
選

ん
で
抜
い
て
い
く
。
次
に
抜
い
た
大
根
の
中
か
ら
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
細
密

画
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
選
ぶ
。
そ
し
て
選
ば
れ
た
、
大
根
の
3
分
の
1
あ

た
り
を
カ
ッ
ト
し
て
、
細
密
画
に
描
か
れ
た
断
面
と
比
べ
る
。

断
面
に
白
く
綿
の
よ
う
な
細
胞
が
あ
る
と
、
そ
れ
は
老
朽
化
し
た
細
胞

で
、
そ
こ
か
ら
ク
ス
″
が
入
る
こ
と
か
ら
、
断
面
は
均
等
に
瑞
々
し
い
も
の

を
選
び
、
採
種
用
と
し
て
再
び
畑
に
埋
戻
す
。

こ
の
他
に
も
、
練
馬
ダ
イ
コ
ン
と
同
様
に
、
秋
づ
ま
り
ダ
イ
コ
ン
の
細
密

画
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。

粋
な
江
戸
っ
子
は
自
首
大
根
。
江
戸
っ
子
が
好
ん
だ
ダ
イ
コ
ン
に
亀
戸
ダ

イ
コ
ン
が
あ
る
。
地
元
で
は
「
お
多
福
大
根
」
と
か
、
「
お
か
め
ダ
イ
コ
ン
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
大
根
の
肌
が
白
く
て
き
め
細
か
な
と
こ
ろ
が

似
て
い
る
か
ら
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
一
説
に
は
葉
の
先
端
部
が
お
多
福
の

シ
ル
エ
ッ
ト
に
似
て
い
る
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
市
販
の
亀

戸
ダ
イ
コ
ン
の
タ
ネ
は
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
色
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

て
、
乗
を
選
び
大
根
を
選
ぶ
と
い
う
採
種
方
法
は
、
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な

い
よ
う
で
、
葉
の
揃
い
が
悪
い
。

仮
説
か
ら
発
見
し
た
伝
統
野
菜
は
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ

2
0
0
9
年
8
月
初
め
、
幻
の
マ
ク
ワ
ウ
リ
、
「
本
田
　
（
ほ
ん
で
ん
）
う

り
」
が
見
つ
か
っ
た
。
足
立
区
興
野
の
農
家
・
内
田
家
で
は
、
昔
か
ら
マ
ク

ワ
瓜
を
自
家
用
に
栽
培
し
て
い
た
。
な
ん
で
も
同
家
で
は
、
こ
れ
を
食
べ
な

い
と
夏
が
来
な
い
と
い
う
の
だ
。

同
じ
瓜
を
何
年
も
繰
り
返
し
栽
培
す
る
と
、
純
粋
に
近
づ
き
、
病
気
な
ど

に
弱
く
な
る
の
で
は
と
の
不
安
か
ら
、
東
京
都
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
江

戸
川
分
場
に
相
談
し
た
こ
と
か
ら
、
本
田
ウ
リ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
大

ぶ
り
で
熟
し
た
果
肉
は
黄
色
く
、
良
い
香
り
で
、
ほ
の
か
な
甘
み
が
懐
か
し

い
も
の
だ
っ
た
。



こ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
新
聞
で
伝
わ
る
と
、
小
金
井
の
農
家
で
も
、
別
の
マ
ク

ワ
ウ
リ
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
発
見
は
、
ま
だ
、
幻
の
伝
統
野
菜
を
自
家
用

に
栽
培
し
て
い
る
農
家
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
を
持
た
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

夏
の
終
わ
り
に
、
自
宅
で
採
れ
た
ミ
ョ
ウ
ガ
を
刻
ん
で
素
麺
の
薬
味
に
し

て
食
べ
て
い
る
時
、
江
戸
っ
子
が
好
ん
だ
「
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
」
も
早
稲
田

の
い
ず
こ
か
に
、
こ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
、

ふ
と
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。

ミ
ョ
ウ
ガ
は
栄
養
繁
殖
で
、
地
下
茎
に
よ
っ
て
繁
殖
す
る
も
の
だ
か
ら
、

早
稲
田
の
古
い
屋
敷
の
裏
あ
た
り
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
仮
説

を
立
て
、
2
0
0
9
年
1
2
月
の
ブ
ロ
グ
で
「
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
を
探
し
ま
せ

ん
か
！
」
と
問
い
か
け
て
み
た
。

早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
に
つ
い
て
は
、
文
化
文
政
時
代
（
1
8
0
4
～
1
8
2

9
）
　
に
書
か
れ
た
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
　
に
「
村
内
の
多
く
若
荷
を
植

え
て
江
戸
に
常
ぐ
、
之
を
早
稲
田
老
荷
と
称
せ
り
」
と
あ
る
ほ
か
、
田
山
花

袋
の
　
『
東
京
の
三
十
年
』
　
に
は
、
「
早
稲
田
か
ら
鶴
巻
町
へ
出
て
来
る
と
こ

ろ
は
、
一
面
の
薯
荷
畑
で
、
早
稲
田
の
著
荷
と
言
え
ば
、
野
菜
市
場
に
も
き

こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

花
袋
が
1
8
8
1
年
に
上
京
し
て
か
ら
3
0
年
間
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
1

8
8
2
年
　
大
隈
重
信
に
よ
っ
て
早
稲
田
大
学
の
前
身
・
東
京
専
門
学
校
が

田
圃
や
ミ
ヨ
ウ
ガ
畑
の
中
に
設
立
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
、
辺
り
は
学
生
達
の
食

堂
や
書
店
、
下
宿
屋
な
ど
が
出
来
、
都
市
化
が
進
行
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

早
稲
田
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
敷
地
は
元
安
部
球
場
で
、
同
セ

ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
初
代
野
球
部
長
の
安
部
磯
雄
先
生
が
野
球
部

員
た
ち
と
薯
荷
畑
を
整
地
し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
造
っ
た
…
…
」
と
あ
る
。
ま

た
、
早
大
正
門
近
く
に
は
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
「
早
稲
田
薯
荷
」
も
あ
る
。

そ
ん
な
私
の
思
い
を
聞
い
て
く
れ
た
の
が
、
東
京
農
工
大
の
元
学
長
の
梶

井
功
先
生
で
、
当
時
、
早
稲
田
大
学
の
副
総
長
を
さ
れ
て
い
た
堀
口
健
治
先

生
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
学
生
、
O
B
、
O
G
に
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
へ
の
思

い
を
伝
え
た
こ
と
で
「
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
捜
索
隊
」
が
結
成
さ
れ
た
。

当
時
、
政
治
経
済
学
部
4
年
の
石
原
光
訓
隊
長
の
も
と
、
数
回
に
わ
た
る

捜
索
活
動
で
3
0
数
カ
所
以
上
、
ミ
ョ
ウ
ガ
が
生
え
て
い
る
の
が
見
つ
か
り
、

捜
索
の
模
様
は
2
0
1
0
年
8
月
2
1
日
、
N
H
K
「
ニ
ュ
ー
ス
7
」
で
報
道

さ
れ
た
。

中
で
も
、
1
8
9
3
年
か
ら
お
住
ま
い
の
お
宅
で
発
見
し
た
ミ
ョ
ウ
ガ
は
、

地
下
茎
の
休
眠
を
待
っ
て
、
1
2
月
に
同
家
の
ご
厚
意
を
得
て
掘
り
起
し
、
ミ

ョ
ウ
ガ
栽
培
の
経
験
を
持
つ
練
馬
の
農
家
、
井
之
口
喜
賓
夫
氏
に
増
殖
を
託

し
、
2
0
1
2
年
9
月
、
待
望
の
早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
の
子
が
芽
を
出
し
た
。

早
稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
の
特
徴
と
し
て
伝
わ
る
、
晩
生
で
、
赤
み
が
美
し
く
、

香
り
が
強
い
ミ
ョ
ウ
ガ
だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
早
大
が
取
り
組
む
気
仙
沼

復
興
支
援
と
し
て
、
気
仙
沼
の
戻
り
カ
ツ
オ
の
ク
つ
ま
〟
に
し
て
食
べ
る
な
ど
、

早
稲
田
大
学
周
辺
商
店
連
合
会
が
実
施
し
た
カ
ツ
オ
祭
り
を
盛
り
上
げ
た
。



三河島菜を収穫する尾久宮前小の3年生

タネの贈呈式

伝
統
野
菜
は
食
育
授
業
に
生
か
さ
れ
る

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
の
遺
伝
資
源
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
利
用
も
行
っ
て
い
て
、
寺
島
ナ
ス
、
雑
司
ケ
谷
ナ
ス
、
砂
村
三
寸
ニ
ン

ジ
ン
、
志
村
み
の
早
生
ダ
イ
コ
ン
、
渡
辺
早
生
ゴ
ボ
ウ
、
東
京
大
越
ウ
リ
、

千
住
ネ
ギ
、
高
井
戸
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
が
検
索
で
見
つ
か
っ
た
。

寺
島
村
の
寺
島
は
今
日
、
小
中
学
校
に
名
を
留
め
る
だ
け
で
、
今
は
墨
田

区
東
向
島
、
地
元
の
人
た
ち
は
寺
島
の
名
に
郷
愁
を
感
じ
、
第
一
寺
島
小
学

校
の
開
校
1
3
0
周
年
記
念
に
栽
培
復
活
を
全
校
生
徒
が
取
り
組
み
、
毎
年

採
種
し
て
、
今
日
も
栽
培
が
継
続
さ
れ
、
地
元
の
商
店
街
で
地
域
興
し
に
ま

で
発
展
し
て
い
る
。

ま
た
、
雄
司
ケ
谷
ナ
ス
は
、
雄
司
ケ
谷
地
区
の
豊
島
区
立
千
登
世
橋
中
学

校
で
復
活
に
取
り
組
み
、
砂
村
三
寸
ニ
ン
ジ
ン
は
、
地
元
江
東
区
立
砂
町
小

学
校
と
第
四
砂
町
中
学
で
取
り
組
ま
れ
た
。
志
村
み
の
早
生
ダ
イ
コ
ン
は
、

板
橋
区
の
栄
養
士
さ
ん
た
ち
か
ら
板
橋
の
名
前
の
つ
い
た
野
菜
を
子
供
た
ち

に
食
べ
さ
せ
た
い
と
の
思
い
を
受
け
て
探
し
出
し
た
も
の
で
、
板
橋
区
志
村

地
区
の
小
学
校
で
栽
培
が
始
ま
っ
た
。
中
で
も
、
砂
村
一
本
ネ
ギ
を
栽
培
し

て
い
る
江
東
区
立
第
五
砂
町
小
学
校
は
、
銭
元
真
規
江
栄
養
教
諭
は
、
「
伝

統
野
菜
は
タ
ネ
を
通
し
て
命
が
つ
な
が
っ
て
い
る
」
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
伝

え
よ
う
と
、
2
0
1
1
年
か
ら
5
年
生
が
タ
ネ
を
採
っ
た
後
、
授
業
で
4
年

生
の
後
輩
た
ち
に
引
き
継
ぐ
儀
式
を
行
っ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
、
単
な
る

食
べ
物
か
ら
、
江
戸
の
時
代
に
想
い
を
馳
せ
て
い
る
。

2
0
1
0
年
1
2
月
、
荒
川
区
の
伝
統
野
菜
「
三
河
島
菜
」
が
小
平
の
地
で

復
活
し
た
。
同
区
で
は
教
育
委
員
会
と
環
境
課
が
協
力
し
て
2
0
1
1
年
小

平
市
で
採
種
し
た
タ
ネ
で
、
同
区
立
の
小
学
校
で
栽
培
が
始
ま
っ
た
が
、
2

0
1
2
年
、
尾
久
宮
前
小
学
校
で
も
採
種
し
た
タ
ネ
が
、
後
輩
た
ち
に
引
き

継
が
れ
、
伊
藤
英
夫
校
長
は
、
名
刺
代
わ
り
に
タ
ネ
を
配
布
し
て
、
同
校
の

取
り
組
み
を
伝
え
て
い
る
。

復
活
し
た
三
河
島
粟
は
荒
川
区
の
観
光
資
源
と
位
置
づ
け
ら
れ
た

荒
川
区
の
伝
統
野
菜
二
二
河
島
菜
は
、
絶
滅
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、

江
戸
期
の
古
い
タ
イ
プ
の
青
茎
の
三
河
島
菜
が
仙
台
の
地
に
、
伝
統
野
菜
・

仙
台
芭
蕉
菜
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
里
帰
り
し
た
三
河

島
菜
と
し
て
東
京
で
復
活
し
た
。

荒
川
区
の
小
学
校
で
は
栽
培
が
始
ま
り
、
学
校
給
食
で
も
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
同
区
の
教
育
委
員
会
と
環
境
課
が
、
区
立
小
学
校

な
ど
を
支
援
し
て
き
た
が
、
2
0
1
2
年
、
同
区
観
光
振
興
課
谷
井
千
絵
課

長
が
、
ゆ
か
り
の
伝
統
野
菜
は
観
光
資
源
だ
と
し
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
展
開

が
始
ま
り
、
地
元
の
飲
食
店
へ
の
普
及
や
、
6
次
産
業
化
も
模
索
し
始
め
た
。

同
区
は
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
農
地
が
1
9
2
3
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災

に
よ
っ
て
農
地
は
被
災
者
の
住
宅
用
地
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
農
地
は
な

く
、
同
区
観
光
振
興
課
で
は
、
隣
区
葛
飾
区
に
あ
る
都
立
農
産
高
校
に
栽
培



を
要
請
、
地
域
に
開
か
れ
、
地
域
と
一

体
に
な
っ
た
教
育
を
目
指
す
同
校
は
、

快
く
受
け
入
れ
て
2
0
1
2
年
か
ら
生

徒
達
が
、
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

同
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
同
年

1
0
月
か
ら
「
復
活
！
　
あ
ら
か
わ
の
伝

統
野
菜
だ
よ
り
」
を
掲
載
し
頻
繁
に
更

新
を
重
ね
て
い
る
。
掲
載
内
容
を
見
れ

ば
種
ま
き
か
ら
収
穫
ま
で
生
き
い
き
と

し
た
農
産
高
校
の
生
徒
達
が
い
る
。

ま
た
、
商
品
開
発
に
つ
い
て
も
同
区

と
同
校
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
み
、

2
0
1
3
年
1
2
月
2
1
日
に
は
、
同
区

が
開
催
し
た
「
に
っ
ぼ
り
マ
ル
シ
ェ
」

に
、
生
徒
達
が
栽
培
し
た
三
河
島
菜
を

持
ち
込
み
自
ら
が
販
売
し
た
が
、
長
い
行
列
が
で
き
完
売
と
な
っ
た
。

2
0
1
4
年
1
月
か
ら
2
月
に
か
け
て
は
、
区
民
に
三
河
島
菜
を
食
べ
て

も
ら
お
う
と
、
市
内
の
飲
食
店
4
店
の
協
力
の
も
と
に
、
試
食
会
が
行
わ

れ
、
特
に
同
区
役
所
地
下
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
1
週
間
三
河
島
菜
の
日
替

わ
り
ラ
ン
チ
を
提
供
し
た
こ
と
で
、
観
光
資
源
と
し
て
の
区
民
意
識
を
高
め

る
こ
と
に
役
立
っ
た
よ
う
だ
。

江
戸
乗
京
野
菜
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
育
成

2
0
1
2
年
か
ら
、
江
戸
東
京
野
菜
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ェ
の
育
成
が
始
ま
っ
た
。

「
江
戸
東
京
野
菜
」
　
の
普
及
推
進
を
図
る
伝
道
師
「
江
戸
東
京
野
菜
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ユ
」
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
食
育
・
地
産
地
消
の
観
点
か
ら
、

食
や
農
業
の
情
報
を
地
域
に
伝
え
る
伝
道
師
た
ち
を
、
学
校
教
育
や
社
会
教

青
の
現
場
に
派
遣
等
を
す
る
仕
組
み
の
構
築
が
は
じ
ま
っ
た
の
だ
。

育
成
講
座
に
は
、
農
業
者
を
は
じ
め
、
市
場
関
係
者
、
料
理
人
、
料
理
研

究
家
、
野
菜
ソ
ム
リ
エ
、
青
果
商
、
小
中
学
校
の
栄
養
教
諭
・
栄
養
士
、
行

政
マ
ン
、
フ
ー
ド
ラ
イ
タ
ー
、
フ
ー
ド
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
加
工
業
者
、
種

苗
業
者
、
協
同
組
合
関
係
者
、
消
費
者
な
ど
、
直
接
間
接
を
問
わ
ず
江
戸
東

京
野
菜
に
係
わ
る
方
々
が
3
期
で
9
0
余
名
が
受
講
し
た
が
、
受
講
者
自
身
の

キ
ャ
リ
ア
を
生
か
す
形
で
、
江
戸
東
京
野
菜
を
取
り
入
れ
、
新
し
い
自
分
の

世
界
を
切
り
開
い
て
い
て
、
相
互
の
情
報
交
換
が
ス
ム
ー
ス
に
な
っ
た
。

現
在
、
ブ
ロ
グ
「
江
戸
東
京
野
菜
通
信
」
で
、
江
戸
東
京
野
菜
コ
ン
シ
ェ

ル
ジ
ェ
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
情
報
を
毎
日
発
信
し
続
け
て
い
る
。

伝
統
野
菜
は
、
今
日
の
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
と
美
味
し

い
　
「
お
・
も
・
て
・
な
・
し
」
食
材
だ
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
東
京
開
催
を
6
年
後
に
控
え
て
、
我
が
国
は
も
と
よ

り
、
世
界
の
お
客
様
に
江
戸
東
京
野
菜
に
こ
め
ら
れ
た
物
語
も
い
っ
し
ょ
に

味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。

本
資
料
は
2
0
1
3
年
1
1
月
発
行
『
種
か
ら
種
へ
つ
な
ぐ
』
（
西
川
芳
昭
編
、
創
森
社
）

に
掲
載
し
た
も
の
を
一
部
加
筆
し
た
。

大
竹
道
茂
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
A
東
京
中
央
会
で
平
成
元
年
よ
り
江
戸
東
京
野
菜
の
復
活
に
取
り
組
み
、

平
成
9
年
に
は
江
戸
東
京
農
業
の
説
明
板
5
0
本
を
都
内
に
設
置
企
画
。
（
公

財
）
東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団
　
食
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
歴
任
。
農
水
省
選

定
「
地
産
地
消
の
仕
事
人
」
、
総
務
省
「
地
域
人
材
ネ
ッ
ト
登
録
者
」
、
江
戸

東
京
野
菜
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
育
成
協
議
会
会
長
。
江
戸
東
京
野
菜
推
進
委
員

会
（
1
A
東
京
中
央
会
）
委
員
。
フ
ー
ド
・
マ
イ
レ
ー
ジ
　
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。

農
政
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
会
会
員
。
「
農
」
　
の
あ
る
暮
ら
し
づ
く
り
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
、
「
江
戸
東
京
野
菜
通
信
」
で
も
情
報
を
発
信
中
。




