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江
戸
兼
京
野
菜
の
物
語

伝
統
野
菜
で
ま
ち
お
こ
し

兼
京
に
も
畑
は
あ
る
！

伝
統
野
菜
を
蘇
ら
せ
よ
う

高
層
ビ
ル
が
建
ち
並
び
、
夜
に
は
ネ

オ
ン
の
繁
華
街
が
に
ぎ
わ
う
新
宿
、
若

者
が
集
う
渋
谷
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン

が
閥
歩
す
る
丸
の
内
…
…
。
東
京
に
は

ビ
ル
や
家
屋
が
林
立
し
、
田
畑
な
ど
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
。
実
際
、
東
京
2
3
区
の
う
ち
、
農
地

が
あ
る
の
は
u
区
。
港
区
や
品
川
区
な

ど
農
地
が
な
い
区
が
約
半
数
あ
る
と
い

う
。
だ
が
、
東
京
の
中
心
部
が
ビ
ル
や

家
屋
ば
か
り
に
な
っ
た
の
は
、
高
度
経

済
成
長
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。

（
前
略
）
（
相
馬
御
風
「
み
や
う
が
畑

時
代
」
よ
り
）
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
解
説
が
あ
る
。

明
治
三
十
五
年
と
い
へ
ば
（
中
略
）

周
囲
は
杉
や
棒
な
ど
の
老
樹
が
鬱
蒼

と
し
て
居
り
文
字
通
り
の
「
早
稲
田

の
杜
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
附
近
に

は
藁
葺
の
農
家
が
散
在
し
て
居
り
、

み
や
う
が
畑
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

今
の
街
の
姿
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な

い
が
、
か
つ
て
早
稲
田
大
学
が
あ
る
界

隈
は
、
ミ
ョ
ウ
ガ
畑
が
広
が
っ
て
い
た

と
い
う
。
新
宿
に
は
カ
ボ
チ
ャ
や
ト
ウ

ガ
ラ
シ
、
品
川
に
は
カ
ブ
畑
な
ど
、
都

心
で
も
地
域
ご
と
に
特
徴
の
あ
る
、
多

く
の
野
菜
が
生
産
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
都
市
部
へ
の
人
口
流
入

な
ど
に
よ
り
、
農
地
は
次
々
と
宅
地
化

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
全
国
各
地
に
主
要

野
菜
の
特
定
産
地
が
制
定
さ
れ
、
流
通

網
が
発
達
し
た
こ
と
で
、
遠
隔
地
か
ら

の
輸
送
も
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

箱
に
収
ま
る
サ
イ
ズ
の
、
大
き
さ
も
揃

っ
た
輸
送
し
や
す
い
野
菜
が
好
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
野
菜
の
タ
ネ
や

苗
を
扱
う
種
苗
業
界
は
、
病
虫
害
に
強

い
品
種
や
、
同
じ
大
き
さ
の
実
が
成
り

や
す
い
野
菜
の
タ
ネ
を
開
発
。
揃
い
が

悪
く
、
流
通
に
乗
せ
に
く
い
品
種
は
、

次
第
に
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

現
在
、
江
戸
東
京
・
伝
統
野
菜
研
究

会
代
表
を
務
め
て
い
る
著
者
の
大
竹
道

茂
氏
は
、
以
前
勤
務
し
て
い
た
I
A
東

京
中
央
会
在
籍
中
の
1
9
8
9
年
か
ら
、

消
え
つ
つ
あ
っ
た
東
京
都
内
特
有
の
伝

統
的
な
野
菜
ク
江
戸
東
京
野
菜
″
の
復

活
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
本
書
は
、
こ

の
江
戸
東
京
野
菜
の
歴
史
と
、
著
者
が

学
校
や
メ
デ
ィ
ア
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た

ち
と
協
力
し
て
行
っ
て
き
た
伝
統
野
菜

復
活
に
関
す
る
物
語
だ
。

東
京
の
農
業
を
今
に
伝
え
る

東
京
に
生
き
続
け
る
野
菜
た
ち

著
者
が
江
戸
東
京
野
菜
復
活
に
奮
闘

す
る
き
っ
か
け
は
、
勤
務
し
て
い
た
J

A
東
京
中
央
会
で
営
農
農
政
の
担
当
に
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都
市
化
に
よ
っ
て
消
え
つ
つ
あ
っ
た

江
戸
東
京
・
伝
統
野
菜
復
活
奮
闘
記
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な
っ
た
こ
と
だ
。

営
農
農
政
課
の
使
命
は
、
農
家
と

農
地
を
守
る
こ
と
に
つ
き
る
。
（
中

略
）
都
市
の
農
地
の
多
面
的
機
能
を

考
え
て
い
た
あ
る
日
、
ふ
と
し
た
こ

と
で
、
都
内
の
農
地
で
、
江
戸
の
伝

統
を
受
け
継
ぐ
野
菜
が
栽
培
さ
れ
続

け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

著
者
は
、
東
京
に
も
江
戸
時
代
か
ら

現
代
ま
で
、
端
々
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
伝
統
野
菜
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が

今
、
途
絶
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
野
菜
た
ち
は
、

一
部
収
穫
せ
ず
に
花
を
咲
か
せ
て
タ
ネ

を
採
り
、
そ
れ
を
蒔
く
こ
と
を
繰
り
返

し
て
、
土
地
に
合
っ
た
性
質
を
獲
得
し

て
き
た
。
そ
う
し
た
変
化
は
、
江
戸
か

ら
東
京
に
か
け
て
の
、
地
域
の
農
業
の

歴
史
そ
の
も
の
だ
。
だ
が
、
タ
ネ
を
蒔

き
、
歴
史
を
つ
な
げ
続
け
て
き
た
農
家

も
農
地
も
、
今
や
激
減
し
て
い
る
。

「
こ
の
ま
ま
何
も
し
な
い
で
い
れ
ば
、

伝
統
野
菜
は
遠
か
ら
ず
す
べ
て
が
潰
え

て
し
ま
う
。
東
京
の
農
業
の
歴
史
を
後

世
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
、
伝
統
野

菜
を
消
滅
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
。
そ

う
考
え
た
著
者
は
、
江
戸
か
ら
東
京
に

か
け
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
伝
統
野
菜
を

ク
江
戸
東
京
野
菜
″
と
し
て
復
活
さ
せ

る
べ
く
、
取
り
組
み
を
開
始
し
た
。

ま
ず
行
っ
た
の
は
、
現
在
確
認
さ
れ

て
い
る
伝
統
野
菜
に
つ
い
て
の
実
状
を

把
握
す
る
こ
と
だ
。
ど
の
地
域
に
ど
ん

な
野
菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
か
な
ど

を
調
査
し
、
本
に
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
、

9
7
年
、
農
業
協
同
組
合
法
施
行
5
0
周
年

の
記
念
事
業
の
1
つ
と
し
て
、
そ
の
土

地
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
野
菜
や
花
、
そ

の
由
来
な
ど
を
書
い
た
農
業
説
明
板
を

つ
く
り
、
地
元
に
あ
る
神
社
に
設
置
し

て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、
江
戸
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東
京
野
菜
に
関
す
る
認
知
度
は
、
少
し

ず
つ
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
小
中
学
校
な
ど
で
伝

統
野
菜
を
育
て
て
地
域
の
歴
史
を
学
び
、

採
取
し
た
タ
ネ
を
次
代
に
つ
な
ぐ
取
り

組
み
も
始
ま
っ
た
。
商
店
街
で
は
、
伝

統
野
菜
を
使
っ
て
ま
ち
お
こ
し
を
企
画

す
る
な
ど
、
江
戸
東
京
野
菜
復
活
を
軸

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
起
こ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

歴
史
や
風
土
、
伝
統
を

次
代
に
つ
な
ぐ

都
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
江
戸
東

京
野
菜
が
再
発
見
さ
れ
、
そ
れ
に
乗
じ

て
ま
ち
お
こ
し
を
す
る
と
い
う
流
れ
が

生
ま
れ
た
こ
と
で
、
江
戸
東
京
野
菜
に

は
認
証
制
度
が
つ
く
ら
れ
た
。

2
0
2
0
年
2
月
現
在
、
登
録
さ
れ

た
江
戸
東
京
野
菜
は
5
0
品
目
と
な
っ

た。農
家
の
畑
で
、
自
分
た
ち
が
食
べ
る

た
め
に
少
し
だ
け
栽
培
し
て
い
た
マ
ク

ワ
ウ
リ
が
、
実
は
足
立
区
の
伝
統
野
菜

（
本
田
ウ
リ
）
だ
っ
た
、
民
家
の
庭
先

に
自
生
し
て
い
た
ミ
ョ
ウ
ガ
が
、
宅
地

化
さ
れ
て
今
は
幻
と
な
っ
て
い
た
（
早

稲
田
ミ
ョ
ウ
ガ
）
だ
っ
た
な
ど
、
江
戸

東
京
野
菜
の
復
活
や
再
発
見
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
伝
統
野
菜
を
探
し
求
め
る

著
者
の
姿
は
、
ま
る
で
宝
物
を
見
つ
け

る
ト
レ
ジ
ャ
ー
ハ
ン
タ
ー
の
よ
う
だ
。

江
戸
東
京
野
菜
の
ひ
と
つ
一
つ
に

は
「
物
語
」
が
あ
る
。

実
は
江
戸
東
京
野
菜
は
、
も
と
も
と

江
戸
に
あ
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。

参
勤
交
代
が
板
づ
い
た
時
代
に
、
地
方

の
大
名
が
農
民
ご
と
野
菜
の
タ
ネ
を
持

ち
込
ん
だ
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
も

多
い
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
野
菜
は
江
戸
近
郊
の
農
家

に
伝
わ
り
、
全
国
各
地
か
ら
持
ち
込

ま
れ
た
野
菜
（
タ
ネ
）
は
、
江
戸
の

気
候
風
土
の
中
で
独
自
に
発
展
し
た
。

例
え
ば
、
品
川
で
生
産
さ
れ
て
い
た

（
品
川
ネ
ギ
）
は
、
大
阪
の
摂
津
か
ら

持
ち
込
ま
れ
た
菓
ネ
ギ
が
元
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
江
戸
で
独
自

に
発
展
し
た
野
菜
は
、
時
代
が
下
る
に

つ
れ
、
今
度
は
江
戸
土
産
と
し
て
地
方

へ
と
、
そ
の
タ
ネ
が
伝
わ
っ
て
い
っ
た
。

仙
台
に
あ
る
芭
蕉
菜
は
、
伊
達
藩
の
足

軽
が
、
参
勤
交
代
の
際
に
江
戸
か
ら
タ

ネ
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
か
ら
栽
培
が
始

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
失
わ
れ
た

江
戸
東
京
野
菜
の
タ
ネ
が
、
仙
台
な
ど
、

東
京
か
ら
離
れ
た
場
所
で
見
つ
か
る
こ

と
も
あ
る
の
だ
。

江
戸
東
京
野
菜
は
、
江
戸
と
東
京
を

つ
な
ぐ
生
き
る
遺
産
で
も
あ
る
。
本
書

を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
江
戸
の
人
び

と
に
親
し
ま
れ
た
伝
統
野
菜
の
味
を
確

か
め
た
く
な
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
読

後
に
実
際
に
江
戸
東
京
野
菜
を
食
べ
て

み
れ
ば
、
著
者
が
発
見
し
た
宝
物
を
共

有
す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
分
が
味
わ

え
る
に
違
い
な
い
。

東
京
に
も
、
江
戸
か
ら
食
べ

継
が
れ
て
き
た
野
菜
が
い
く
つ

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
失
わ

れ
た
の
は
、
こ
こ
約
年
ほ
ど
の

こ
と
。
野
菜
が
消
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
栽
培
の
歴
史
か
ら
育

て
方
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
特
徴
を
活

か
し
た
料
理
、
そ
し
て
生
産
者

か
ら
小
売
、
料
理
店
、
食
べ
る

人
へ
の
つ
な
が
り
が
な
く
な
る

こ
と
で
す
。
本
書
は
、
多
く
の

協
力
者
と
と
も
に
野
菜
の
復
活

を
通
し
て
、
ぽ
っ
か
り
空
い
た

文
化
と
歴
史
の
穴
を
取
り
戻
す

奮
闘
記
。
お
住
ま
い
の
地
域
に

あ
る
野
菜
を
食
べ
て
み
た
く
な

る
こ
と
必
定
で
す
。

薫
京
の
農
業
を
守
り
た
い

人
と
人
を
結
び
つ
け

歴
史
を
つ
な
ぐ
真
筆
な
想
い
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