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酒井忠久「藩校〈致道館〉に見る庄内人気質」

江頭宏昌「種を守る人々」

渡辺智史「映画「よみがえりのレシピ」から」

冨樫達喜ほか「庄内の米づくり」

菊池常俊「庄内砂丘の水とメロン栽培」

清和亮次「庄内赤川水源林保全の歴史」

前川勝朗「庄内の里川 赤川と赤川頭首工」

堀口 校  シリーズ里川「富士山湧水の恵み—水掛け菜」

編 集 部 「目指せ、善福寺川再生！」

古賀邦雄 水の文化書誌「赤川の流れを追う」

庄
内
庄
内
のの
農
力

庄
内
の



庄
内
の
農
力

米
ど
こ
ろ
庄
内
が
、

主
要
品
種
と
し
て
〈
つ
や
姫
〉
に
力
を
入
れ
て
、

活
気
づ
い
て
い
ま
す
。

コ
シ
ヒ
カ
リ
や
サ
サ
ニ
シ
キ
の
親
で
あ
る
亀
ノ
尾
は
、

民
間
育
種
家
の
伝
統
が
あ
る

庄
内
地
方
で
誕
生
し
ま
し
た
。

近
代
は
、
大
規
模
圃
場
に
よ
る
米
づ
く
り
を

基
幹
産
業
と
し
て
推
進
し
て
き
ま
し
た
が
、

同
時
に
、
多
く
の
在
来
作
物
の
種
が

大
切
に
守
り
育
て
ら
れ
て
き
た
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

農
に
対
す
る
、
そ
ん
な
幅
の
広
さ
を
知
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
、
ほ
か
の
地
域
と
違
う
な
あ
、

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

庄
内
の
農
が

幅
の
広
さ
を
保
っ
て
き
た
要
因
は
、
な
ん
な
の
か
。

種
の
こ
と
、
用
水
の
こ
と
、
砂
丘
の
こ
と
、

江
戸
時
代
の
北
前
船
や
庄
内
藩
の
藩
校
の
こ
と
な
ど
、

知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
興
味
が
深
ま
る
地
域
で
す
。

こ
の
中
に
、
日
本
の
農
を
元
気
に
す
る

ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

何
が
見
え
て
く
る
の
か
を
楽
し
み
に
し
な
が
ら
、

伝
統
や
文
化
、
風
土
を
探
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

水
の
文
化
43
号

２
０
１
３
年
２
月

特
集
「
庄
内
の
農
力
」

藩
校
〈
致
道
館
〉
に
見
る
庄
内
人
気
質
　
酒
井
忠
久
　
　
4

山
形
に
息
づ
く
在
来
作
物
の
多
様
性

種
を
守
る
人
々
　
江
頭
宏
昌
　
　
8

映
画
「
よ
み
が
え
り
の
レ
シ
ピ
」
か
ら

渡
辺
智
史
　
　
18

つ
や
姫
誕
生
ま
で
の
道
の
り

庄
内
の
米
づ
く
り

冨
樫
達
喜
　
　
20

鈴
木
紀
生
　
　

佐
藤
豊

つ
や
姫
誕
生
秘
話
　
中
場
勝

23

庄
内
砂
丘
の
水
と
メ
ロ
ン
栽
培
　
菊
池
常
俊
　
　
26

庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
の
取
り
組
み

庄
内
赤
川
水
源
林
保
全
の
歴
史
　
清
和
亮
次
　
　
30

庄
内
の
里
川
赤
川
と
赤
川
頭
首
工
　
前
川
勝
朗
　
　
36

シ
リ
ー
ズ
里
川

富
士
山
湧
水
の
恵
み
―
水
掛
け
菜

堀
口
校

40

水
の
文
化
楽
習
実
践
取
材

杉
並
区
立
井
荻
小
学
校

目
指
せ
、
善
福
寺
川
再
生
！
　
編
集
部

42

文
化
を
つ
く
る

庄
内
の
農
力

編
集
部

47

水
の
文
化
書
誌

赤
川
の
流
れ
を
追
う

古
賀
邦
雄
　
　
48

里
川
文
化
塾
報
告
／
予
告
　

50

お
知
ら
せ

51



酒田市内を流れる新井田川の中州（山居島）に、1893年（明治26）から4年間
かけて計14棟建てられた山居倉庫。旧藩主 酒井家が、明治維新後に失墜した庄
内米への評価を取り戻すために、米商会所（米穀取引所）と倉庫事業を牽引し
た。倉庫としての優れた機能だけでなく、入庫米を厳正に審査することで評価
回復を成し遂げたという。



庄
内
の
由
来

最
上
川
と
赤
川
を
主
と
す
る
堆
積
作

用
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
庄
内
平
野
に
は
、

古
代
に
出
羽
柵

で
わ
の
さ
く

（
飛
鳥
時
代
末
期
〜
奈
良
時
代

に
出
羽
に
設
置
さ
れ
た
古
代
城
柵
）
や
出
羽
国

府
が
置
か
れ
ま
し
た
。
中
世
に
地
頭
に

任
命
さ
れ
た
武
藤
氏
の
所
領
と
な
っ
て
、

大
泉
荘
内
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
名
前
の

由
来
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
上
川
を
介
し
た
交
流
は
あ
っ
た
も

の
の
、
庄
内
平
野
の
東
に
位
置
す
る
朝

日
山
地
、
出
羽
三
山
が
自
然
障
壁
と
な

っ
て
、
山
形
県
内
陸
部
と
は
別
の
地
域

圏
を
形
成
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
っ
た

く
違
っ
た
文
化
を
持
っ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
に
は
最
上
氏
と
上
杉
氏

（
豊
臣
方
）
の
抗
争
地
と
な
り
、
関
ヶ
原

の
戦
い
後
は
徳
川
方
の
最
上
氏
の
支
配

に
な
り
ま
す
。
最
上
氏
は
、
今
の
山
形

県
の
大
半
を
領
有
し
ま
し
た
が
、
１
６

２
２
年
（
元
和
８
）
内
紛
に
よ
り
改
易
と

な
り
、
藩
領
が
山
形
に
鳥
居
氏
、
庄
内

に
酒
井
氏
、
最
上
に
戸
沢
氏
が
入
部
す

る
な
ど
、
分
割
さ
れ
ま
し
た
。

酒
井
忠
勝
が
信
濃
国
松
代
藩
か
ら
庄

内
に
入
封
し
て
、
庄
内
藩
（
今
で
い
う
山

形
県
鶴
岡
市
、
酒
田
市
）
が
成
立
し
ま
し
た
。

酒
井
氏
は
臼
井
（
千
葉
県
）
、
高
崎
（
群
馬

県
）
、
高
田
（
新
潟
県
）
、
松
代
（
長
野
県
）

と
転
封
が
多
い
譜
代
大
名
で
し
た
が
、

庄
内
に
入
封
以
来
、
明
治
維
新
を
迎
え

る
ま
で
転
封
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

藩校〈致道館
ち  ど  う  か  ん

〉に見る庄内人気質
明治維新前後の動乱期には、武士の誇りと藩主を大事にし、

会津藩とともに幕府のために、最後まで闘った庄内藩。

人智に長けて真面目で堅実、しかし、柔軟性がある—

庄内人のそうした気質は、この地を豊かに育んできた原動力に影響したかもしれません。

旧庄内藩主 酒井家18代当主である酒井忠久さんに、

庄内人気質のバックボーンを探っていただきました。

酒井 忠久さん
さかい ただひさ

公益財団法人致道博物館代表理事、館長　

1946年山形県鶴岡市に生れる。1965年
山形県立鶴岡南高等学校、1969年成蹊大
学政治経済学部卒業。1992年より現職。

2007年日本クリエイション大賞2007
「地域文化振興賞」受賞。同年『全国藩校
サミットin鶴岡』にて実行委員長。財団
法人本間美術館評議員、学校法人羽黒学
園羽黒高等学校理事などを歴任。2004年
旧庄内藩主 酒井家18代当主。
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藩校〈致道館〉に見る庄内人気質5

を
打
ち
込
み
、
１
丈
２
尺
の
盛
り
土
を
45
度
傾
斜
の

石
垣
で
固
め
た
。
６
寸
厚
さ
の
壁
の
土
蔵
造
り
、
屋

根
は
二
重
で
空
気
の
流
通
を
図
っ
て
伝
導
熱
を
防

ぎ
、
換
気
窓
も
綿
密
な
計
算
の
も
と
に
配
置
。
厚
み

２
尺
の
三
和
土
土
間
の
上
に
塩
を
１
寸
厚
さ
に
敷

き
、
湿
度
を
吸
収
さ
せ
、
西
日
を
防
ぐ
た
め
欅
を
植

え
る
な
ど
品
質
管
理
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
。
現
在

は
、
全
農
（
農
業
団
体
）
な
ど
の
所
有
管
理
。

菅
は
「
米
の
取
り
扱
い
は
神
に
祈
誓

す
る
心
を
も
っ
て
せ
よ
」
と
入
庫
米
を

厳
正
に
審
査
、「
嫌
わ
れ
て
、
米
入
荷

の
無
い
と
き
は
、
ゆ
る
ゆ
る
と
昼
寝
す

れ
ば
よ
い
。
自
己
の
利
の
み
求
め
る
も

の
は
決
し
て
永
続
き
し
な
い
」
と
庄
内

米
の
声
価
を
上
げ
よ
う
と
気
迫
あ
ふ
れ

る
言
葉
で
励
ま
し
、
審
査
の
厳
し
さ
の

反
感
や
苦
情
と
い
っ
た
空
気
に
め
げ
ず

に
米
質
向
上
の
た
め
に
鋭
意
審
査
を
厳

正
に
し
ま
し
た
。

山
居
倉
庫
を
は
じ
め
と
す
る
庄
内
の

人
々
の
必
死
な
努
力
に
よ
っ
て
、
失
墜

し
た
庄
内
米
の
評
判
は
回
復
。
今
日
の

ブ
ラ
ン
ド
力
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

三
方
領
地
替
え

１
８
３
３
年
（
天
保
４
）
、
天
保
の
大

飢
饉
の
と
き
に
は
、
蔵
を
開
放
し
て
一

人
の
餓
死
者
も
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
か
、
庄

内
藩
と
領
民
は
結
束
が
固
い
の
で
す
。

三
方
領
地
替
え
の
幕
命
に
は
、
庄
内
藩

で
領
民
が
転
封
に
反
対
す
る
動
き
が
起

こ
り
ま
し
た
。

三
方
領
地
替
え

１
８
４
０
年
（
天
保
11
）
に
持
ち
上
が
っ
た
、
松
平

家
を
川
越
か
ら
庄
内
へ
、
庄
内
の
酒
井
を
越
後
長
岡

へ
、
長
岡
の
牧
野
忠
雅
を
川
越
へ
と
い
う
幕
命
。
度

重
な
る
転
封
で
莫
大
な
借
財
を
抱
え
財
政
が
逼
迫
し

て
い
た
川
越
松
平
家
が
、
大
御
所
と
な
っ
て
い
た
家

斉
（
第
11
代
将
軍
）
に
豊
か
な
庄
内
転
封
を
所
望
し

た
こ
と
が
発
端
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
庄
内
藩

領
民
は
江
戸
へ
出
向
き
、
本
来
な
ら
ば
死
罪
に
価
す

る
直
訴
を
行
な
っ
た
。
領
民
に
よ
る
藩
主
擁
護
の
行

動
は
前
代
未
聞
で
お
咎
め
な
し
に
、
同
年
に
家
斉
と

斉
省
（
川
越
松
平
家
に
養
子
縁
組
し
た
家
斉
の
第
二

十
一
子
）
が
死
去
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
幕
命
は
撤
回

と
な
っ
た
。

単
純
に
庄
内
藩
と
領
民
の
結
束
が
固

い
と
い
う
話
だ
け
で
は
な
く
、
藩
主
が

変
わ
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
危
機

意
識
が
強
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

当
時
、
江
戸
町
奉
行
で
庄
内
藩
の
長

岡
藩
転
封
阻
止
に
尽
力
し
た
矢
部
駿
河

守
定
謙
は
「
酒
井
家
で
も
当
初
３
年
間

は
な
か
な
か
治
め
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど

人
智
に
長
け
て
い
る
領
民
の
気
風
だ
か

ら
、
果
た
し
て
川
越
の
松
平
家
で
治
ま

る
だ
ろ
う
か
」
と
懸
念
し
た
と
い
わ
れ

ま
す
。

遊
佐
町

ゆ
ざ
ま
ち

の
荘
照
居
成

そ
う
し
ょ
う
い
な
り

神
社
に
は
、
矢

部
駿
河
守
定
謙
が
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

矢
部
は
こ
の
一
件
な
ど
で
水
野
忠
邦
に

恨
ま
れ
て
、
伊
勢
桑
名
藩
預
か
り
の
身

と
な
り
非
業
の
死
を
遂
げ
て
し
ま
い
ま

す
。
幕
府
に
は
ば
か
っ
て
名
前
は
出
し

ま
せ
ん
が
矢
部
の
功
績
を
称
え
て
、
荘

照
居
成
社
つ
ま
り
荘
内
を
照
ら
す
、
と

し
て
祀
り
ま
し
た
。
な
お
居
成
は
稲
荷

で
あ
り
、
三
方
お
国
替
え
で
移
ら
ず

「
居
る
こ
と
」
に
「
成
っ
た
」
こ
と
も

か
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
山
の
酒
井

神
社
に
は
三
方
領
地
替
え
の
と
き
に
活

躍
し
た
人
た
ち
を
祀
り
、
今
も
な
お
祭

が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
義
を
重
ん
じ
る

庄
内
人
気
質
が
う
か
が
え
ま
す
。

三
方
領
地
替
え
の
一
件
で
幕
命
が
覆

り
、
そ
の
し
っ
ぺ
返
し
と
し
て
、
庄
内

藩
は
印
旛
沼
掘
割
工
事
を
命
じ
ら
れ
ま

し
た
。
工
事
の
持
ち
場
の
調
査
を
し
た

い
と
幕
府
に
申
し
入
れ
ま
し
た
が
、
却

下
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
工
事
の
安
全
祈

願
の
た
め
成
田
の
稲
荷
参
詣
を
申
し
出

て
許
可
が
出
る
と
、
参
詣
に
時
間
を
か

け
、
合
間
を
み
て
持
ち
場
の
探
索
調
査

を
し
て
い
ま
す
。
印
旛
沼
掘
割
工
事
は

難
工
事
で
こ
の
と
き
に
は
成
就
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
こ
こ
で
培
っ
た
治
水

技
術
は
後
世
に
も
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
松
ケ
岡
開
墾
で
は
こ
ん
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。
10
棟
の
蚕
室

に
、
廃
城
を
命
じ
ら
れ
た
お
城
の
瓦
を

使
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
瓦
の
運

搬
は
鬼
次

お
に
つ
ぎ

（
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
の
よ
う
な
運
び
方
）

が
い
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
提
案
が
あ
っ

て
、
即
、
城
跡
で
実
験
し
て
タ
イ
ム
を

計
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ゴ
ー
サ
イ
ン

が
出
て
鶴
岡
か
ら
松
ヶ
岡
ま
で
人
が
並

ん
で
瓦
リ
レ
ー
を
実
行
す
る
ん
で
す
が
、

実
際
行
な
っ
て
み
る
と
ど
う
も
効
率
が

悪
い
。
そ
れ
で
次
は
１
日
３
往
復
運
ん

で
休
み
を
取
る
と
い
う
方
式
に
切
り
替

え
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
黒
崎
研
堂
日
誌
』

に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

あ
る
大
学
の
先
生
が
「
庄
内
で
は
、

こ
の
時
代
か
ら
経
営
学
で
い
う
P
D
C

A
サ
イ
ク
ル
（P

lan：

計
画→

 D
o：

実
行→

北
前
船
が
運
ん
だ
の
は

庄
内
の
豊
か
さ
は
、
北
前
船
が
航
行

す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
米
が
換
金
作
物

と
し
て
価
値
を
持
っ
た
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。

作
家
の
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
は
、「
い

わ
ば
上
方
、
江
戸
、
東
北
と
い
う
三
つ

の
潮
目
に
な
る
と
い
う
珍
し
い
場
所
だ

け
に
、
人
智
の
点
だ
け
で
い
っ
て
も
、

そ
の
発
達
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
」
と
書

き
、
庄
内
に
は
三
つ
の
文
化
が
あ
る
と

い
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
出
羽
三
山
を

は
じ
め
宗
教
な
ど
の
東
北
の
地
元
の
文

化
。
も
う
一
つ
は
庄
内
藩
は
徳
川
四
天

王
と
い
わ
れ
た
譜
代
な
の
で
、
江
戸
の

文
化
が
入
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
北
前

船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
京
文
化
。

庄
内
か
ら
米
を
載
せ
た
船
が
、
戻
り
は

空
船
で
な
く
文
化
を
伝
え
る
物
を
載
せ

て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
稲
に
つ
い
て
民
間
の
育
種
家

が
優
れ
た
品
種
改
良
を
行
な
っ
て
き
た

伝
統
も
あ
り
ま
す
。
サ
サ
ニ
シ
キ
、
コ

シ
ヒ
カ
リ
誕
生
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
亀

ノ
尾
と
い
う
品
種
を
つ
く
っ
た
の
も
庄

内
で
す
。

庄
内
に
お
い
て
、
農
業
が
盛
ん
な
の

は
、
代
々
農
政
を
重
視
し
て
き
た
庄
内

藩
の
伝
統
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
米
が
換
金
作
物
と
し
て
通
用

す
る
こ
と
は
、
民
間
育
種
家
が
頑
張
る

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
た
こ
と
で
し

ょ
う
。

し
か
し
、
明
治
に
な
っ
て
自
由
に
取

引
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
庄
内
米
は

大
阪
堂
島
で
〈
鳥
ま
た
ぎ
米
〉（
鳥
も
食

べ
ず
に
、
ま
た
い
で
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
）

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
品
質
が
落
ち
て
し

ま
い
ま
し
た
。

失
墜
し
た
庄
内
米
へ
の
評
価
を
取
り

戻
そ
う
と
米
商
会
所
（
米
穀
取
引
所
）
を

立
ち
上
げ
よ
う
と
し
ま
す
が
う
ま
く
い

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
酒
井
家
に
要
請
が

あ
り
、
菅す

げ

実
秀

さ
ね
ひ
で

が
「
米
は
庄
内
の
大
事

な
基
幹
産
業
」
と
引
き
受
け
ま
す
。
と

こ
ろ
が
見
か
ね
た
本
間
家
（
北
前
船
交
易

を
行
な
っ
た
酒
田
の
豪
商
）
が
「
赤
字
を
負

担
す
る
か
ら
廃
止
し
て
は
」
と
勧
め
た

ほ
ど
、
米
商
会
所
の
運
営
は
な
か
な
か

軌
道
に
乗
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後

よ
う
や
く
好
転
し
た
と
こ
ろ
で
、
取
引

所
だ
け
で
は
片
翼
飛
行
な
の
で
倉
庫
事

業
に
挑
み
ま
す
。
酒
田
市
内
を
流
れ
る

新
井
田
川
の
中
州
（
山
居
島
）
に
山
居

さ
ん
き
ょ

倉

庫
を
つ
く
り
、
事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
た
。

菅
実
秀
（
１
８
３
０
〜
１
９
０
３
年
）

庄
内
藩
士
。
戊
辰
戦
争
で
は
軍
事
掛
に
任
ぜ
ら
れ
活

躍
。
降
伏
後
は
戦
後
処
理
に
敏
腕
を
奮
う
。
戊
辰
戦

争
降
伏
の
際
、
西
郷
隆
盛
の
礼
に
厚
く
公
明
正
大
な

措
置
に
感
銘
し
た
こ
と
か
ら
、
西
郷
に
私
淑
。
１
８

７
７
年
（
明
治
10
）
の
西
南
戦
争
で
賊
名
を
受
け
た

西
郷
の
名
誉
が
、
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
回
復

さ
れ
る
と
『
南
洲
翁
遺
訓
』
を
刊
行
し
た
。
１
８
６

９
年
（
明
治
２
）
庄
内
藩
中
老
、
翌
年
大
泉
藩
権
大

参
事
。
酒
田
県
大
参
事
。
号
は
月
山
の
異
名
で
あ
る

臥
牛
（
が
ぎ
ゅ
う
）。

山
居
倉
庫

建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
中
州
の
軟
弱
地
盤
を
強
固
に

す
る
た
め
に
、
各
礎
石
の
下
に
長
さ
２
間
の
丸
太
杭



子
学
を
正
学
と
定
め
、
朱
子
学
に
よ
っ

て
幕
臣
の
教
育
と
民
衆
の
教
化
を
行
な

う
よ
う
に
と
い
う
〈
寛
政
異
学
の
禁
〉

を
出
し
て
い
ま
す
。
譜
代
大
名
で
あ
る

庄
内
藩
酒
井
家
が
、
異
学
で
あ
る
徂
徠

学
を
採
用
し
た
と
い
う
の
は
、
並
々
な

ら
ぬ
決
意
を
持
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
す
。

徂
徠
学
の
採
用
は
、
名
家
老
と
い
わ

れ
た
水
野
元
朗

み
ず
の
げ
ん
ろ
う

と
藩
士
の
疋
田
進
修

ひ
き
だ
し
ん
し
�
う

が

徂
徠
の
元
で
学
ん
だ
こ
と
に
拠
り
ま
す
。

水
野
・
疋
田
と
徂
徠
の
書
状
に
よ
る
や

り
と
り
は
、
の
ち
に
徂
徠
学
の
入
門
書

と
い
う
べ
き
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
と

し
て
出
版
さ
れ
、
江
戸
で
人
気
を
博
し

ま
し
た
。
当
館
に
は
『
徂
徠
先
生
答
問

書
』
下
巻
の
原
本
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

徂
徠
学
は
、
そ
の
後
、
水
野
門
下
の

加
賀
山
寛
猛

か
が
や
ま
か
ん
も
う

、
加
賀
山
門
下
の
白
井
矢

太
夫
ら
に
よ
っ
て
学
び
継
が
れ
、
致
道

館
精
神
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。

致
道
館
で
行
な
わ
れ
た
教
育
は
、
長

所
を
伸
ば
す
こ
と
が
第
一
と
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
先
生
が
教
え
す
ぎ
な
い
よ

う
に
し
、
自
発
学
習
を
重
視
し
ま
し
た
。

大
学
院
ク
ラ
ス
に
な
る
と
、
今
で
い
う

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
形
式
で
討
論
し
な
が
ら
学

び
合
っ
た
そ
う
で
す
。
人
生
50
年
の
時

代
に
、
長
い
人
で
は
30
歳
半
ば
ま
で
学

ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
自
発
学
習
」
や
「
天
性
重
視
・
個
性

伸
長
」
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
、
致
道
館

の
特
徴
で
す
。
家
格
と
か
身
分
に
か
か

わ
ら
ず
年
４
回
の
試
験
を
行
な
い
、
実

力
の
あ
る
人
材
が
進
級
し
て
い
き
ま
し

た
。
侍
で
な
い
け
れ
ど
優
秀
な
子
弟
は
、

養
子
縁
組
な
ど
し
て
学
ば
せ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
う
し
て
育
っ
た
人
た
ち
が
、

活
躍
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

自
主
的
に
学
ぶ
姿
勢
や
長
所
を
伸
ば

す
こ
と
を
第
一
と
し
た
致
道
館
精
神
は
、

庄
内
人
の
気
質
に
大
い
に
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

C
heck：

評
価→

 A
ct：

改
善
の
４
段
階
を
繰
り
返

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
・
品
質
管
理
な
ど
の
管

理
業
務
を
円
滑
に
進
め
る
手
法
の
一
つ
）
を
行

な
っ
て
い
た
」
と
感
心
し
て
い
ま
し
た
。

藩
校
致
道
館

第
７
代
藩
主
忠
寄

た
だ
よ
り

が
老
中
に
抜
擢

さ
れ
、
江
戸
で
の
出
費
が
か
さ
ん
だ
こ

と
か
ら
財
政
が
逼
迫
し
始
め
ま
す
。
２

代
あ
と
の
酒
井
家
第
９
代
目
藩
主
忠た

だ

徳あ
り

が
江
戸
か
ら
国
許
に
戻
る
の
に
福
島

ま
で
来
た
所
で
路
銀
が
尽
き
て
し
ま
い
、

国
許
か
ら
金
子

き
ん
す

を
送
る
と
い
う
事
態
ま

で
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
ま
ず
は
財
政
建
て
直
し
を
図

る
と
い
う
こ
と
で
、
忠
徳
が
財
政
再
建

策
と
し
て
農
政
に
着
手
。
そ
の
後
、
婉

曲
で
は
あ
る
け
れ
ど
人
材
育
成
が
一
番

大
切
だ
、
と
い
う
こ
と
で
１
８
０
５
年

（
文
化
２
）
創
設
し
た
の
が
藩
校
〈
致
道

館
〉
で
す
。

こ
の
と
き
も
江
戸
の
湯
島
聖
堂
は
じ

め
米
沢
藩
主
上
杉
治
憲
（
上
杉
鷹
山
）
が

１
７
７
６
年
（
安
永
５
）
に
創
設
し
た

〈
興
譲
館

こ
う
じ
ょ
う
か
ん

〉
や
１
６
６
９
年
（
寛
文
９
）

岡
山
藩
主
池
田
光
政
に
よ
っ
て
開
設
さ

れ
た
閑
谷
学
校

し
ず
た
に
が
っ
こ
う

な
ど
を
視
察
に
行
っ
て

い
ま
す
。

開
校
資
金
に
充
て
る
た
め
、
遊
佐
町

に
〈
学
田

が
く
で
ん

〉
を
つ
く
り
ま
し
た
。
初
代

祭
主

さ
い
し
�

（
現
在
の
校
長
）
の
白
井
矢
太
夫
の

発
案
に
よ
る
の
で
、
白
井
新
田
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
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徂
徠
学
を
選
択

致
道
館
の
特
色
は
、
ほ
か
の
藩
と
は

違
っ
て
、
徂
徠
学

そ
ら
い
が
く

を
採
用
し
た
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

徂
徠
学

柳
沢
吉
保
や
第
８
代
将
軍
徳
川
吉
宗
へ
の
政
治
的
助

言
者
で
も
あ
っ
た
荻
生
徂
徠
（
お
ぎ
ゅ
う
そ
ら
い

１
６
６
６
〜
１
７
２
８
年
）
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た

学
問
体
系
。
朱
子
学
の
古
典
解
釈
を
批
判
し
、
古
代

中
国
の
古
典
を
忠
実
に
読
み
解
く
古
文
辞
学
（
明
朝

で
提
唱
さ
れ
た
復
古
的
な
文
学
運
動
）
に
立
脚
し
た
。

塾
名
か
ら
蘐
園
学
派
（
け
ん
え
ん
が
く
は
）
と
も
称

さ
れ
る
が
、
蘐
園
と
は
所
在
地
で
あ
る
茅
場
町
に
因

む
。
吉
宗
に
提
出
し
た
政
治
改
革
論
『
政
談
』
に
は
、

徂
徠
の
政
治
思
想
が
反
映
さ
れ
、
政
治
と
宗
教
道
徳

の
分
離
を
推
し
進
め
る
思
想
史
の
流
れ
を
つ
く
っ
た

と
さ
れ
る
。

荻
生
徂
徠
の
考
え
が
一
番
わ
か
り
や

す
い
の
は
、
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
事

件
後
の
措
置
で
す
。
四
十
七
士
の
処
遇

に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
て
、「
武
士
道

に
則
っ
て
忠
孝
を
実
践
行
動
し
た
」
と

し
て
讃
辞
し
た
助
命
論
が
あ
る
中
、
荻

生
徂
徠
は
「
私
論
に
よ
っ
て
公
論
を
害

す
れ
ば
こ
の
後
天
下
の
法
は
な
り
た
た

な
い
。
称
賛
し
て
こ
の
件
を
お
咎
め
な

し
と
許
し
た
ら
、
こ
う
い
う
風
潮
が
蔓

延
し
て
し
ま
う
」
と
言
っ
て
、
林
大
学

ら
の
主
張
を
退
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
忠
孝
を
実
践
し
た
者
を
盗
賊
同
様
に

斬
罪
に
す
れ
ば
、
こ
の
後
、
天
下
の
法

は
成
り
立
た
な
い
」
と
し
て
武
士
と
し

て
一
番
名
誉
な
切
腹
を
申
し
つ
け
る
べ

き
、
と
言
い
ま
し
た
。

幕
府
は
１
７
９
０
年
（
寛
政
２
）
に
朱

ウ
ワ
バ
ミ
よ
り
も
恐
ろ
し
い

幕
末
に
な
る
と
治
安
維
持
の
た
め
に
、

京
都
で
は
会
津
藩
が
新
選
組
を
配
下
に
、

江
戸
で
は
庄
内
藩
が
新
徴
組

し
ん
ち
ょ
う
ぐ
み

な
ど
を
配

下
に
警
護
を
担
当
し
ま
し
た
。

新
徴
組

１
８
６
３
年
（
文
久
３
）、
羽
州
清
川
志
士
清
河
八

郎
の
建
白
で
結
成
さ
れ
た
。
い
っ
た
ん
は
上
京
し
た

浪
士
組
は
、
幕
府
に
よ
っ
て
江
戸
に
呼
び
戻
さ
れ
、

清
河
暗
殺
後
に
、
幕
府
に
よ
っ
て
新
徴
組
と
し
て
再

結
成
さ
れ
市
中
警
備
を
命
じ
ら
れ
た
。
当
初
、
若
年

寄
支
配
だ
っ
た
新
徴
組
は
、
翌
年
か
ら
庄
内
藩
酒
井

家
に
一
任
さ
れ
た
。
大
政
奉
還
後
、
東
北
戊
辰
戦
争

の
勃
発
と
と
も
に
領
地
に
帰
る
庄
内
藩
士
に
従
っ
て

庄
内
に
入
っ
た
新
徴
組
は
、
湯
田
川
の
隼
人
旅
館
を

本
部
と
し
、
１
８
６
８
年
（
慶
応
４
）
部
隊
を
再
編

成
。
庄
内
藩
兵
第
４
大
隊
に
付
属
し
て
矢
島
藩
占
領
、

椿
台
の
戦
い
な
ど
に
従
軍
し
た
。
戊
辰
戦
争
後
は
正

式
に
庄
内
藩
士
と
な
り
鶴
岡
、
大
宝
寺
、
道
形
に
通

称
〈
新
徴
屋
敷
〉
が
与
え
ら
れ
た
。
１
８
７
５
（
明

治
８
年
）
に
松
ヶ
岡
開
墾
が
始
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、

そ
の
一
部
が
住
宅
と
し
て
移
築
さ
れ
て
い
る
。

「
ウ
ワ
バ
ミ
よ
り
も
カ
タ
バ
ミ
が
恐
ろ

し
い
」（
カ
タ
バ
ミ
は
庄
内
藩
酒
井
家
の
紋
）
と

言
わ
れ
、
治
安
維
持
に
貢
献
し
た
よ
う

で
す
。

た
だ
、
新
政
府
に
な
っ
て
み
た
ら
、

京
都
守
護
職
だ
っ
た
会
津
藩
と
江
戸
府

中
取
締
だ
っ
た
庄
内
藩
と
い
う
の
は
目

の
敵
。
そ
れ
で
朝
敵
赦
免
嘆
願
の
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
な
い

ま
す
が
、
結
局
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
奥
羽
諸
藩
が
戊
辰
戦
争
中

に
結
成
し
た
奥
羽
越
列
藩
同
盟

お
う
う
え
つ
れ
っ
ぱ
ん
ど
う
め
い

は
そ
の

た
め
の
組
織
だ
っ
た
の
で
す
が
、
願
い

が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

新
た
に
北
部
政
権
の
確
立
を
目
的
と
し

致道館の蔵書。下級生用と上級生用の２棟の書庫があ
り、蔵書総数は1万1000部余りだったという。
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郎
を
通
じ
て
札
幌
の
桑
園
地
区
、
函
館

の
大
野
地
区
の
桑
園
開
墾
に
派
遣
要
請

が
あ
り
、
松
ヶ
岡
開
墾
場
は
そ
れ
に
応

じ
ま
し
た
。

松
本
十
郎
（
１
８
４
０
〜
１
９
１
６
年
）

北
海
道
の
開
拓
使
大
判
官
。
鶴
岡
で
近
習
頭
取
の
家

に
生
ま
れ
た
。
戊
辰
戦
争
で
の
敗
北
を
受
け
、
藩
主

と
庄
内
藩
に
対
す
る
恩
赦
を
黒
田
清
隆
に
嘆
願
す
る

た
め
、
京
都
に
赴
く
。
ま
た
北
海
道
で
の
勤
務
で
は

ア
イ
ヌ
民
族
を
擁
護
、
ア
イ
ヌ
の
民
俗
衣
装
で
あ
る

ア
ツ
シ
を
着
て
い
た
こ
と
か
ら
「
ア
ツ
シ
判
官
」
と

称
さ
れ
て
敬
意
を
払
わ
れ
、
北
海
道
根
室
市
に
は
そ

の
名
を
冠
し
た
松
本
町
が
あ
る
。

最
終
的
に
札
幌
の
桑
園
は
１
６
０
ha

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
の
70

ha
が
、
旧
・
庄
内
藩
士
１
５
８
名
に
よ

っ
て
、
ま
た
大
野
地
区
で
は
67
名
に
よ

っ
て
８
万
１
０
０
０
坪
が
開
墾
さ
れ
ま

し
た
。
松
ヶ
岡
で
３
１
１
ha
に
及
ぶ
桑

園
を
完
成
さ
せ
た
志
は
、
北
海
道
で
も

発
揮
さ
れ
た
の
で
す
。

松
ヶ
岡
開
墾
場
に
入
植
し
た
29
組
は

担
当
す
る
持
ち
場
を
決
め
る
の
に
、
く

じ
引
き
で
順
に
土
地
を
選
ん
で
い
き
ま

し
た
。
当
た
っ
た
人
は
楽
な
所
を
選
ぶ

の
で
は
な
く
、
条
件
が
厳
し
い
所
か
ら

選
ん
で
い
っ
た
そ
う
で
す
。

菅
実
秀
は
漢
詩
に
「
国
辱
を
濯
が
ん

と
欲
し
て
荒
城
を
出
ず
」
と
感
慨
を
詠

い
ま
し
た
。
志
を
第
一
と
す
る
気
風
は
、

庄
内
の
拠
り
所
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

き
た
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
９
月
12
日

た
軍
事
同
盟
に
変
化
し
ま
し
た
。
陸
奥

国
（
奥
州
）
、
出
羽
国
（
羽
州
）
、
越
後
国

（
越
州
）
の
諸
藩
が
、
寛
永
寺
貫
主
・
日

光
輪
王
寺
門
跡
の
北
白
川
宮
能
久
親
王

を
盟
主
と
し
て
担
ぎ
、
新
政
府
の
圧
力

に
対
抗
し
た
の
で
す
。

庄
内
藩
は
非
常
に
強
く
、
武
士
道
精

神
に
則
っ
て
闘
い
ま
し
た
。
絶
対
に
略

奪
は
し
な
い
、
食
料
を
調
達
す
る
と
き

も
代
金
を
払
う
、「
敵
の
捕
虜
や
戦
死

者
に
た
い
し
て
も
礼
儀
を
守
り
丁
重
に

扱
う
事
」（『
約
束
之
覚
』）
と
い
う
こ
と
を

徹
底
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
秋
田
県
の
横

手
で
は
、
激
し
い
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
の
ち
、
庄
内
藩
は
僧
侶
６
〜
７
名

を
呼
ん
で
敵
の
戦
死
者
の
法
要
を
行
な

っ
た
の
で
、
引
き
上
げ
る
際
に
は
庄
内

藩
に
差
し
入
れ
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
も
致
道
館
精
神
の
発
露

だ
っ
た
、
と
思
い
ま
す
。

西
郷
隆
盛
と
の
縁

戊
辰
戦
争
が
終
わ
る
と
、
庄
内
藩
酒

井
家
は
い
っ
た
ん
御
家
断
絶
に
な
っ
た

の
ち
会
津
若
松
12
万
石
の
新
地
を
下
賜
、

忠
篤

た
だ
ず
み

は
東
京
で
謹
慎
さ
せ
、
弟
の
忠
宝

た
だ
み
ち

に
新
た
に
家
督
を
継
が
せ
よ
と
い
う
命

令
が
下
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
与
え
ら

れ
た
新
地
は
荒
廃
し
、
庄
内
も
戊
辰
戦

争
で
疲
弊
し
て
い
て
と
て
も
移
る
状
態

で
な
い
と
、
若
松
転
封
容
免
の
儀
を
政

府
に
陳
情
。
い
っ
た
ん
は
磐
城
平
に
変

更
の
旨
が
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
再
度
、

容
免
の
儀
を
政
府
に
陳
情
し
ま
し
た
。

よ
う
や
く
庄
内
復
帰
の
命
が
下
り
、
藩

名
は
大
泉
藩
に
改
称
さ
せ
ら
れ
ま
し
た

が
、
70
万
両
の
献
金
（
実
際
は
30
万
両
の
献

金
で
、
残
り
は
免
除
な
ど
の
処
置
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
）
と
引
き
替
え
に
、
転
封
を
撤
回

し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

１
８
７
０
年
（
明
治
３
）
９
月
23
日
、

大
泉
藩
主
酒
井
忠
宝
は
、
新
政
府
に
兄

の
忠
篤
と
藩
士
七
十
余
名
の
西
国
見
学

を
申
請
。
し
か
し
実
際
の
目
的
は
西
郷

隆
盛
の
薫
陶
を
受
け
る
こ
と
で
し
た
。

一
行
は
西
国
を
め
ぐ
っ
た
後
、
11
月
に

鹿
児
島
に
到
着
。
ま
だ
20
歳
だ
っ
た
忠

篤
は
西
郷
に
師
事
し
た
い
と
強
く
願
い
、

一
兵
卒
と
し
て
軍
事
調
練
に
励
み
、
大

泉
藩
士
た
ち
も
従
い
ま
し
た
。

西
郷
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
は
い
ろ
い
ろ

な
情
報
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
よ
う
で
、

の
ち
に
松
ヶ
岡
開
墾
の
と
き
に
群
馬
県

伊
勢
崎
市
境
島
村
の
田
島
弥
平
の
と
こ

ろ
へ
〈
清
涼
育
〉（
通
風
を
重
視
し
た
蚕
の
飼

育
法
）
を
実
習
に
行
か
せ
た
の
も
、
西

郷
さ
ん
の
導
き
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

松
ヶ
岡
開
墾
場
の
意
義

松
ヶ
岡
開
墾
場
は
１
８
７
２
年
（
明

治
５
）
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
鹿
児
島

市
の
郊
外
を
開
墾
し
て
い
る
西
郷
さ
ん

も
、
そ
れ
を
勧
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

よ
く
士
族
授
産
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
金
禄
公
債

き
ん
ろ
く
こ
う
さ
い

が

あ
り
ま
し
た
し
、
開
墾
事
業
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
し
た
。

金
禄
公
債

明
治
政
府
が
発
行
下
付
し
た
、
国
債
証
券
の
こ
と
。

成
立
当
初
か
ら
財
政
的
に
困
窮
し
て
い
た
明
治
政
府

は
、
米
高
に
よ
っ
て
支
給
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
禄

制
を
廃
し
て
、
５
年
据
え
置
き
の
の
ち
30
年
以
内
に

償
還
す
る
と
定
め
た
金
禄
公
債
を
、
廃
藩
置
県
で
還

禄
し
た
華
士
族
以
下
に
、
そ
の
代
償
と
し
て
交
付
し
、

額
面
１
０
０
円
未
満
は
７
分
、
１
０
０
０
円
以
上
は

５
分
の
利
子
と
し
た
。
１
８
７
５
年
（
明
治
８
）
９

月
に
発
行
さ
れ
、
１
８
９
０
年
（
明
治
23
）
に
す
べ

て
の
公
債
の
償
還
を
完
了
。
金
禄
は
、
各
地
方
３
年

の
平
均
相
場
に
換
算
し
た
額
。

庄
内
藩
は
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
、「
勝

て
ば
官
軍
、
負
け
れ
ば
賊
軍
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
国
辱
を
受
け
ま
し
た
。
当

時
、
国
辱
賊
名
と
い
う
の
は
武
士
に
と

っ
て
最
大
の
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

松
ヶ
岡
開
墾
で
桑
園
開
墾
に
着
手
し

た
の
は
、
当
時
花
形
産
業
に
な
ろ
う
と

し
て
い
た
蚕
糸
業
を
興
す
こ
と
が
、
地

域
活
性
化
を
図
っ
て
模
範
と
な
り
、
国

辱
を
濯そ

そ

ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て

い
た
か
ら
で
す
。
菅
実
秀
は
、「
国
辱

を
濯
ぐ
と
は
、
人
々
志
を
立
て
道
を
学

び
、
皇
国
の
た
め
命
を
抛

な
げ
う

ち
、
あ
っ
ぱ

れ
武
士
の
手
本
、
天
下
の
模
範
と
な
ら

ば
、
こ
れ
こ
そ
辱
を
そ
そ
げ
り
と
い
う

も
の
な
れ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
松
ヶ

岡
農
業
協
同
組
合
長
、
松
ケ
岡
開
墾
場

理
事
長
を
歴
任
し
て
、
松
ヶ
岡
の
歴
史

を
集
大
成
し
た
『
凌
霜
史
』
を
著
し
た

故
・
武
山
省
三
さ
ん
も
「
松
ヶ
岡
開
墾

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
士
族
授
産
で
は
断

じ
て
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

幕
末
に
庄
内
藩
は
、
江
戸
市
中
取
締

の
命
が
く
だ
さ
れ
る
以
前
に
、
北
海
道

浜
増
毛
（
現
・
石
狩
市
）
に
北
方
警
備
の

た
め
守
備
隊
を
派
兵
し
て
い
ま
す
。

ま
た
明
治
維
新
後
に
は
、
松
ヶ
岡
開

墾
の
実
績
を
評
価
し
た
開
拓
使
長
官

黒
田
清
隆
か
ら
、
庄
内
出
身
の
松
本
十

上：松ヶ岡開墾場の瓦葺き三階建ての大蚕室。10棟の内、5棟が
現存する。屋根には1875年（明治8）に取り壊された鶴岡城の瓦
が使われた。

下左：１階床の埋薪（まいしん）。床下の炉に生木を敷き詰めて上
から灰汁をかけ、その上に炭火を置いて生木が徐々に燃えること
によって長時間の暖房効果を得る仕組み。 これにより、蚕期1サ
イクル中、燃料を補充しないで床暖房ができた。松ヶ岡では、稚
蚕（1齢から3齢まで）期に埋薪を利用し、その後は自然の温度で
蚕を飼育する清涼育を組み合わせることで、飼育期間を短縮した。

下右：蚕糸業は新時代の花形産業として、大いに期待された。



在
来
作
物
っ
て
な
ん
だ

在
来
作
物
に
は
定
義
が
あ
り
ま
せ
ん
。

敢
え
て
言
え
ば
「
あ
る
地
域
で
、
世
代

を
超
え
て
、
栽
培
者
に
よ
っ
て
種
苗
の

保
存
が
続
け
ら
れ
、
特
定
の
用
途
に
供

さ
れ
て
き
た
作
物
」。
こ
れ
か
ら
お
話

し
す
る
在
来
野
菜
は
、
そ
の
在
来
作
物

の
一
部
で
す
。

在
来
作
物
は
、
単
に
種
苗
が
守
ら
れ

て
き
た
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

採
種
方
法
、
さ
し
木
や
接
ぎ
木
、
株
分

け
の
仕
方
、
芋
類
の
保
存
方
法
と
い
っ

た
種
苗
保
存
の
ノ
ウ
ハ
ウ
か
ら
、
在
来

野
菜
で
あ
れ
ば
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に

食
べ
る
か
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

技
術
と
文
化
が
一
緒
に
残
さ
れ
て
き
た

の
で
す
。

山
形
県
に
は
現
在
ど
れ
ぐ
ら
い
の
在

来
野
菜
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
足
掛

け
５
年
か
け
て
〈
山
形
在
来
作
物
研
究

会
〉
が
確
認
し
た
も
の
は
、
実
に
１
５

０
品
目
以
上
に
上
り
ま
す
。
そ
の
中
に

は
栽
培
の
歴
史
が
３
０
０
年
以
上
に
な

る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

青
葉
高

た
か
し

と
い
う
先
生
が
山
形
大
学
農

学
部
に
在
籍
さ
れ
て
、
野
菜
生
産
の
研

究
を
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
青
葉
先

生
は
「
野
菜
の
在
来
品
種
は
生
き
た
文

化
財
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
著
書

『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
43

野
菜
—

在
来
品
種
の
系
譜
』（
法
政
大
学
出
版
局
１
９

８
１
）
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

青
葉
高
（
１
９
１
６
〜
１
９
９
９
年
）

農
学
博
士
。
専
攻
は
蔬
菜
園
芸
学
。

埼
玉
県
生
ま
れ
。
１
９
３
７
年
千
葉
高
等
園
芸
学
校

卒
業
。
１
９
６
４
年
山
形
大
学
農
学
部
教
授
。
１
９

７
６
年
千
葉
大
学
園
芸
学
部
教
授
に
就
任
し
、
１
９

８
２
年
退
官
。
勲
三
等
旭
日
中
綬
章
受
章
。
主
な
著

書
に
、『
北
国
の
野
菜
風
土
誌
』（
東
北
出
版
企
画
１

９
７
６
）、『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
43

野
菜
ー
在

来
品
種
の
系
譜
』（
法
政
大
学
出
版
局
１
９
８
１
）、

『
青
葉
高
著
作
選
２
　
野
菜
の
日
本
史
』（
八
坂
書
房

２
０
０
０
）
ほ
か
。

在
来
野
菜
の
魅
力

鶴
岡
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ

ン
〈
ア
ル
・
ケ
ッ
チ
ア
ー
ノ
〉
を
経
営

す
る
奥
田
政
行
シ
ェ
フ
は
、
在
来
野
菜

に
光
を
当
て
た
人
で
す
。
私
は
お
客
さ

ん
と
し
て
、
た
ま
に
食
べ
に
行
く
と
い

う
間
柄
で
し
た
。

あ
る
と
き
「
な
ん
で
ア
ル
・
ケ
ッ
チ

ア
ー
ノ
を
つ
く
っ
た
の
」
と
聞
い
た
と

こ
ろ
、
地
元
の
食
材
の
良
さ
を
地
元
の

多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
つ

く
っ
た
ん
だ
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き

ま
し
た
。
店
の
名
前
は
、「（
こ
ん
な
お

い
し
い
も
の
が
）
あ
っ
た
ん
だ
ね
」
と

い
う
庄
内
弁
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
聞

き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、
そ
の
こ
ろ
に
私
も
在
来

作
物
を
調
査
し
よ
う
と
し
た
矢
先
だ
っ

た
の
で
、
そ
の
後
、
二
人
で
一
緒
に
農

家
を
回
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
二

人
三
脚
が
始
ま
っ
た
の
が
、
２
０
０
２

年
（
平
成
14
）
。
奥
田
さ
ん
は
私
よ
り
６

歳
年
下
で
す
か
ら
、
当
時
33
歳
で
し
た
。

奥
田
さ
ん
が
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
雑

誌
『
庄
内
小
僧
』
の
連
載
の
話
を
持
っ
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遷と環境問題』（共著／臨川書店 2010）『地球環境学事典』（共著／弘文堂 2010）、

『焼畑の環境学』（共著／思文閣 2011）、『火と食』（共著／ドメス出版 2012）ほか

農学博士の青葉高先生が遺した

「野菜の在来品種は生きた文化財」という言葉と、

KJ法を考案した川喜田二郎先生の提唱した

「〈野外科学〉的アプローチの重要性」に後押しされ、

在来作物研究に取り組んできた江頭宏昌さん。

在来作物を継承するのはなぜか、

という問いが発せられるとき、

地域の先人たちが、何を、どう食べてきたかということを

伝えていく〈メディア〉としての価値、というのも

たくさんの答えの中の一つではないでしょうか。
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て
き
た
の
が
、
そ
の
翌
年
で
す
。
７
月

ご
ろ
か
ら
月
１
回
の
ペ
ー
ス
で
、「
在

来
作
物
探
訪
記
」
と
い
う
連
載
を
始
め

ま
し
た
。
私
が
農
家
の
方
の
苦
労
話
や

そ
の
作
物
の
特
性
な
ど
を
書
き
、
奥
田

さ
ん
は
新
し
い
食
べ
方
を
考
案
す
る
、

と
い
う
企
画
で
し
た
。

１
年
間
、
12
回
連
載
し
た
ん
で
す
が
、

始
め
た
当
初
は
在
来
野
菜
と
い
う
言
葉

も
認
知
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も

「
ど
う
し
て
そ
ん
な
古
く
さ
い
野
菜
を

今
さ
ら
取
り
上
げ
る
の
か
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ

う
い
う
野
菜
は
つ
く
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
お
金
に
も
な
ら
な
い
し
、
ど
こ
に
価

値
が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
の
が
世
の
中

の
風
潮
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
奥
田
さ
ん
が
つ
く
り
出
す

料
理
は
、
毎
回
、
画
期
的
だ
っ
た
。
在

来
作
物
っ
て
、
癖
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

苦
い
と
か
、
辛
い
と
か
、
え
ぐ
味
が
あ

る
と
か
。
普
通
だ
っ
た
ら
湯
が
い
て
え

ぐ
味
を
減
ら
す
と
か
、
ソ
ー
ス
の
味
で

食
べ
や
す
く
し
が
ち
で
す
が
、
奥
田
さ

ん
は
逆
に
野
菜
の
特
徴
を
生
か
す
（
癖

を
お
い
し
さ
に
変
え
る
）
料
理
を
つ
く
っ
た
。

そ
れ
で
奥
田
さ
ん
の
店
に
ど
ん
ど
ん
お

客
さ
ん
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
、
在

来
野
菜
と
い
う
言
葉
も
定
着
し
て
い
き

ま
し
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
２
０

０
５
年
（
平
成
17
）
山
形
新
聞
社
か
ら
連

載
の
お
声
が
掛
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

隔
週
で
し
た
か
ら
、
大
変
で
し
た
。
取

材
に
行
こ
う
と
思
っ
た
ら
１
日
丸
々
開

け
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
し
、
ア
ポ
取

り
や
な
ん
や
ら
で
、
も
の
す
ご
く
時
間

が
取
ら
れ
る
の
で
す
。〈
山
形
在
来
作

物
研
究
会
〉
の
幹
事
や
県
の
職
員
の
人

に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
私
が
書
い
た

の
は
５
〜
６
割
ぐ
ら
い
。
全
部
で
１
０

０
回
、
４
年
や
り
ま
し
た
。
取
材
先
も
、

ま
あ
、
山
形
に
は
そ
れ
ぐ
ら
い
は
あ
る

だ
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま

だ
取
材
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
も
の
を

数
え
た
ら
30
や
40
は
あ
る
。
山
形
っ
て
、

す
ご
い
在
来
作
物
の
宝
庫
な
ん
だ
、
と

改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

山
形
新
聞
で
の
連
載
を
一
番
喜
ん
で

く
れ
た
の
は
、
野
菜
を
継
承
し
て
き
た

農
家
の
人
た
ち
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、

た
っ
た
一
人
で
種
子
を
守
っ
て
き
て
、

自
分
は
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
け

れ
ど
、
変
わ
っ
た
人
だ
と
思
わ
れ
た
り
、

金
に
も
な
ら
ん
も
の
を
栽
培
し
て
な
ど

と
、
言
わ
れ
た
り
し
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
積
極
的
に
評
価
し
て
く
れ
る
人
が

ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
。

在
来
作
物
に
至
る
ま
で
の
道

私
が
在
来
作
物
に
取
り
組
む
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
前
の
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
生
時
代
は
、
育
種
学
を
専
攻
し
、

イ
ネ
の
草
丈
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
遺

伝
的
な
仕
組
み
を
研
究
し
ま
し
た
。
山

形
大
学
に
赴
任
し
て
か
ら
約
10
年
間
は

ト
マ
ト
の
品
種
改
良
の
た
め
の
基
礎
的

な
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。

栽
培
種
が
持
た
な
い
野
生
ト
マ
ト
の

新
た
な
形
質
を
、
交
配
で
導
入
す
る
と

い
う
研
究
で
す
。
普
通
に
交
配
し
て
も

そ
う
い
う
形
質
は
で
き
な
い
、
と
い
う

か
、
雑
種
は
生
ま
れ
な
い
ん
で
す
。
生

殖
を
隔
離
し
て
い
る
機
構
が
あ
っ
て
、

同
じ
ト
マ
ト
の
中
で
も
隔
離
の
度
合
い

が
大
き
い
種
は
雑
種
が
つ
く
り
に
く
い

ん
で
す
。

普
通
は
果
実
の
中
で
退
化
し
て
し
ま

う
種
を
採
り
出
し
て
、
試
験
管
内
で
丁

寧
に
培
養
し
て
や
る
と
芽
が
出
て
個
体

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
が
取
り
組
ん

で
い
た
野
生
種
は
特
に
雑
種
が
で
き
に

く
か
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
方
法
で
雑

種
を
取
り
出
し
て
い
ま
し
た
。
バ
イ
オ

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
応
用
し
た
品
種
改
良

の
研
究
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
学
位
を
と
っ
て
一
区
切
り
つ
い
た

の
が
１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
の
こ
と
で

す
。だ

だ
ち
ゃ
豆
と
か
温
海

あ
つ
み

カ
ブ
と
か
、

山
形
に
来
て
、
こ
こ
に
し
か
な
い
個
性

豊
か
な
野
菜
の
在
来
品
種
を
食
べ
た
と

き
に
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
研
究

を
続
け
な
が
ら
「
い
つ
か
は
こ
う
い
う

在
来
作
物
を
研
究
し
た
い
」
と
思
う
よ

う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
次
に
何
を

テ
ー
マ
に
し
よ
う
か
と
な
っ
た
と
き
に
、

地
元
に
根
差
し
た
研
究
を
や
り
た
い
と

思
っ
て
出
合
っ
た
の
が
、
青
葉
先
生
の

『
北
国
の
野
菜
風
土
誌
』
と
い
う
本
で

し
た
。

青
葉
先
生
も
大
阪
の
ほ
う
か
ら
赴
任

さ
れ
て
、
だ
だ
ち
ゃ
豆
や
温
海

あ
つ
み

カ
ブ
と

出
合
っ
た
。
１
９
６
０
年
代
の
日
本
に

ま
だ
焼
畑
農
業
が
残
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
も
た
い
そ
う
驚
か
れ
た
よ
う
で

す
ね
。『
北
国
の
野
菜
風
土
誌
』
を
ま

と
め
ら
れ
た
直
後
の
１
９
７
６
年
（
昭

和
51
）
に
、
山
形
大
学
か
ら
千
葉
大
学

へ
転
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
本
は
も
う
絶
版
で
す
が
、
野
菜

に
関
す
る
名
著
で
す
。
在
来
野
菜
と
い

う
の
が
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
物
語

る
生
き
証
人
で
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に

示
し
た
本
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
本
を
読
ん
で
「
野
菜
は

生
き
た
文
化
財
で
あ
る
」
と
い
う
考
え

方
に
触
れ
た
と
き
に
、
本
当
に
衝
撃
を

受
け
た
ん
で
す
。

実
は
、
私
が
在
来
作
物
に
た
ど
り
着

く
に
は
、
も
う
一
つ
伏
線
が
あ
り
ま
す
。

１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
こ
ろ
な
ん
で
す

が
、
Ｋ
Ｊ
法
を
考
案
し
た
川
喜
田
二
郎

先
生
の
著
書
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け

た
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

川
喜
田
二
郎
（
１
９
２
０
〜
２
０
０
９
年
）

地
理
学
者
、
文
化
人
類
学
者
。

三
重
県
出
身
。
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
地
理
学
科
卒

業
。
文
学
士
。
大
阪
市
立
大
学
助
教
授
、
東
京
工
業

大
学
教
授
を
経
て
川
喜
田
研
究
所
を
設
立
。

京
都
帝
国
大
学
時
代
は
、
今
西
錦
司
、
梅
棹
忠
夫
、

吉
良
竜
夫
ら
と
共
に
探
検
隊
を
結
成
し
、
ミ
ク
ロ
ネ

シ
ア
南
部
の
カ
ロ
リ
ン
諸
島
や
中
国
・
大
興
安
嶺
山

脈
を
探
検
。
の
ち
に
ネ
パ
ー
ル
を
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
会
長
。

財
団
法
人
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
会
顧
問
。
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Ｋ
Ｊ
法

川
喜
田
二
郎
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
収
集
し
た

膨
大
な
デ
ー
タ
を
ま
と
め
る
た
め
に
考
案
し
た
手

法
。
１
９
６
７
年
（
昭
和
42
）
に
発
表
さ
れ
た
。
デ

ー
タ
を
カ
ー
ド
に
記
述
し
、
カ
ー
ド
を
系
統
ご
と
に

整
理
し
、
図
解
す
る
こ
と
で
、
方
向
性
を
導
く
助
け

と
す
る
。
ま
た
チ
ー
ム
で
研
究
を
進
め
た
り
、
創
造

的
問
題
解
決
に
効
果
的
な
方
法
だ
と
考
え
て
ま
と
め

た
研
修
方
法
は
、『
発
想
法
』（
１
９
６
７
年
）
と
し

て
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
川
喜
田
が
企
業
研
修

や
琵
琶
湖
移
動
大
学
な
ど
で
指
導
を
行
な
い
、
普
及

を
図
っ
た
。

川
喜
田
先
生
は
『
創
造
と
伝
統
　
人

間
の
深
奥
と
民
主
主
義
の
根
元
を
探

る
』（
祥
伝
社
１
９
９
３
）
と
い
う
著
書
に
、

現
代
の
問
題
点
が
ど
こ
に
あ
っ
て
、
何

を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を

書
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き

に
、
私
が
大
学
時
代
に
学
ん
で
き
た
も

の
は
科
学
の
ほ
ん
の
一
部
分
だ
っ
た
の

だ
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
ん
で

す
。車

に
乗
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
足
腰
が

弱
る
。
ワ
ー
プ
ロ
が
普
及
す
れ
ば
、
漢

字
を
忘
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
科
学

技
術
の
進
歩
は
し
ば
し
ば
人
間
の
能
力

と
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。

「
科
学
技
術
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
ひ

ょ
っ
と
し
て
人
間
が
何
も
し
な
く
て
も

す
べ
て
自
動
で
効
率
よ
く
自
分
の
欲
求

を
満
た
せ
る
世
界
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
私
は
自
然
科
学

の
研
究
者
を
志
し
な
が
ら
も
思
う
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
疑
問
が
川

喜
田
先
生
の
著
書
で
氷
解
し
た
の
で
す
。

私
た
ち
が
ふ
だ
ん
科
学
と
い
っ
て
い

る
の
は
、
18
〜
19
世
紀
に
欧
米
で
創
り



ば
い
い
の
か
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
自

分
は
育
種
学
と
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
を
持
っ
て
い
て
、
ず
っ
と
植
物
資
源

に
か
か
わ
っ
て
き
た
ん
だ
け
れ
ど
、
何

を
し
た
ら
い
い
か
全
然
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
２
０
０
０
年
（
平
成
12
）
に
「
在
来

の
野
菜
は
生
き
た
文
化
財
」
と
い
う
言

葉
に
出
合
い
、
私
は
本
当
に
「
こ
れ
だ
」

と
思
い
、
在
来
の
野
菜
を
テ
ー
マ
に
す

る
と
自
分
が
本
当
に
や
り
た
い
三
つ
の

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ

た
の
で
す
。

ま
た
、
川
喜
田
先
生
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
手
法
を
学
ん
で
、
聞
き
取
っ

た
も
の
を
組
み
立
て
て
文
章
に
し
た
り
、

い
く
つ
か
の
柱
を
立
て
て
研
究
す
る
と

い
う
基
本
的
な
こ
と
を
学
べ
た
お
蔭
で
、

自
分
に
と
っ
て
は
未
知
の
在
来
作
物
研

究
を
始
め
よ
う
、
と
思
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
す
で
に
庄

内
に
来
て
か
ら
10
年
が
経
っ
て
い
ま
し

た
。

一
代
雑
種
Ｆ
１
の
こ
と

最
近
、
よ
く
話
題
に
上
る
Ｆ
１

と
い

う
種
が
あ
り
ま
す
。
Ｆ
１

と
はF

irst

F
ilial

G
eneration

（
雑
種
第
一
代
）
の
略

で
、
異
な
っ
た
遺
伝
子
を
持
つ
両
親
を

掛
け
合
わ
せ
て
で
き
た
子
孫
（
雑
種
）
の

第
一
世
代
を
指
す
言
葉
で
す
。
メ
ン
デ

ル
の
エ
ン
ド
ウ
豆
の
実
験
を
覚
え
て
い

ま
す
か
。
雑
種
第
一
世
代
に
は
均
一
の

形
質
が
表
わ
れ
る
の
で
す
。

両
親
の
い
ず
れ
よ
り
も
優
れ
た
形
質

が
表
わ
れ
る
場
合
を
雑
種
強
勢
と
い
い
、

逆
に
劣
る
場
合
に
は
雑
種
弱
勢
と
い
い

ま
す
。
現
在
の
品
種
改
良
は
雑
種
強
勢

の
性
質
を
利
用
し
て
、
よ
り
有
用
な
形

質
を
伸
ば
す
よ
う
に
行
な
わ
れ
、
一
代

雑
種
や
一
代
交
配
種
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
か
と
い
う

と
、
優
秀
性
と
均
一
性
を
併
せ
持
つ
品

種
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
る
、
形

や
大
き
さ
が
そ
ろ
っ
て
い
る
、
日
持
ち

が
良
い
、
病
気
に
強
い
、
味
が
よ
い
、

と
い
っ
た
形
質
が
表
わ
れ
る
よ
う
に
雑

種
交
配
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
Ｆ
１

が
良
い
こ
と
ず
く
め

な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｆ
１

の
子

世
代
Ｆ
２

以
降
は
、
形
質
が
兄
弟
間
で

そ
ろ
わ
な
く
な
り
、
両
親
よ
り
劣
る
形

質
も
表
わ
れ
て
き
ま
す
か
ら
、
品
種
改

良
の
効
果
は
一
代
限
り
で
消
え
て
し
ま

う
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
常
に
優
れ
た

形
質
の
作
物
を
得
る
た
め
に
は
、
毎
回

Ｆ
１

を
購
入
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

逆
に
、
在
来
作
物
は
固
定
種
と
も
呼

ば
れ
、
Ｆ
１

ほ
ど
兄
弟
間
で
形
質
が
そ

ろ
い
ま
せ
ん
が
、
世
代
を
経
て
も
、
あ

る
程
度
遺
伝
形
質
が
安
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
地
域
で
栽
培
し
た
個
体
の
中
か

ら
、
良
い
と
思
う
個
体
が
、
Ｆ
２

ど
こ

ろ
か
何
十
年
、
何
百
年
と
選
抜
さ
れ
な

が
ら
つ
く
ら
れ
て
き
た
品
種
だ
か
ら
で

す
。

で
私
は
〈
野
外
科
学
〉
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
基
礎
を
、
研
修
に
参
加
し
て
学
び
ま

し
た
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
と

在
来
作
物
が
合
致

１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
に
自
分
は
一

体
、
今
何
を
や
り
た
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
Ｋ
Ｊ
法
で
組
み
立
て
て
み
た
ら
、

三
つ
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

一
つ
は
、
足
が
地
に
着
い
た
仕
事
が

し
た
い
と
い
う
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
世
代
か
ら
世
代
へ
何

か
を
伝
え
る
仕
事
が
し
た
い
と
い
う
こ

と
。
今
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
お
孫
さ
ん
か
ら
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の

使
い
方
を
聞
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
逆

に
漬
け
物
の
つ
く
り
方
の
よ
う
に
生
活

の
知
恵
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
こ
こ
20
〜
30
年
の
出
来
事
で
す
。

た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
期
間
の
激
変
の
た

め
に
、
何
十
年
も
何
百
年
も
伝
わ
っ
て

き
た
こ
の
地
域
で
生
き
て
い
く
た
め
の

知
恵
や
知
識
の
断
絶
が
起
こ
っ
て
伝
わ

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
非
常
に
由
々
し
き
こ
と
に
思
え

て
き
た
ん
で
す
。

三
つ
目
に
は
、
ど
う
せ
や
る
な
ら
市

民
と
一
緒
に
、
力
を
結
集
し
て
何
か
を

や
り
た
い
、
と
思
い
ま
し
た
。

約
６
年
間
、
問
題
意
識
は
ず
っ
と
あ

っ
た
ん
で
す
が
、
具
体
的
に
何
を
や
れ
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出
さ
れ
た
西
洋
科
学
と
い
わ
れ
る
も
の

で
、
川
喜
田
先
生
は
〈
実
験
科
学
〉
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
既
に
あ
る
仮
説
に
つ

い
て
実
験
を
踏
み
台
に
し
て
、
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
的
に
客
観
的
に
正
し
い
か
正
し

く
な
い
か
を
検
証
す
る
の
は
す
ご
く
得

意
な
ん
で
す
が
、
現
場
の
混
沌
と
し
た

状
況
か
ら
本
質
に
近
づ
く
た
め
の
仮
説

を
つ
く
り
出
す
、
つ
ま
り
何
を
検
証
す

れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
、

全
体
感
を
体
系
化
し
て
問
題
を
浮
き
彫

り
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
得
意
な
ん

で
す
。

川
喜
田
先
生
は
、
現
場
の
混
沌
と
し

た
状
況
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
に
問
題

を
抽
出
す
る
方
法
を
〈
野
外
科
学
〉、

人
間
が
今
ま
で
文
献
と
し
て
残
し
て
き

た
知
見
を
考
察
し
て
新
た
な
考
え
を
導

き
出
す
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
時
代
か
ら

行
な
わ
れ
て
き
た
手
法
を
〈
書
斎
科
学
〉

と
命
名
し
て
い
ま
す
。

本
当
は
〈
野
外
科
学
〉
と
〈
実
験
科

学
〉
と
〈
書
斎
科
学
〉
の
三
つ
を
そ
ろ

え
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
い
と
問
題
は
解

決
し
な
い
ん
で
す
が
、
人
間
は
有
史
以

来
、
き
ち
ん
と
し
た
〈
野
外
科
学
〉
的

方
法
論
を
つ
く
ら
ず
に
き
て
し
ま
っ
た

と
い
う
ん
で
す
。〈
野
外
科
学
〉
的
手

法
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
川
喜
田
先
生

の
Ｋ
Ｊ
法
そ
の
も
の
な
ん
で
す
。
そ
れ

鳥海山

庄内 最上

村山

置賜

栗駒

蔵王山

月山

朝日岳

飯豊山

吾妻山

磐梯山

信
濃
川

阿武隈

最上川

阿
賀
野
川

雄物川

17

2

1

3

4

22

11

12
14

5
16

15

8
9

6

7

10

13

18
19

20

21

◆カナカブ （秋田県由利本荘市）
◆カノカブ （秋田県にかほ市）
◆平良カブ （秋田県東成瀬市）
◆升田のカナカブ （山形県酒田市八幡地区）
◆吉田カブ （山形県金山町）
◆岩谷沢カブ （山形県尾花沢市）
◆牛房野（ごぼうの）カブ （山形県尾花沢市）
◆寺内カブ （山形県尾花沢市）
◆南沢カブ （山形県尾花沢市）
◆長尾カブ （山形県舟形町）
◆最上カブ （山形県新庄市）
◆西又カブ （山形県舟形町）
◆次年子（じねんご）カブ （山形県大石田町）
◆肘折カブ （山形県大蔵村）
◆角川カブ （山形県戸沢村）
◆曲川（まがりかわ）カブ （山形県鮭川村）
◆宝谷（ほうや）カブ （山形県鶴岡市櫛引地区）
◆藤沢カブ （山形県鶴岡市）
●田川カブ （山形県鶴岡市）
●温海（あつみ）カブ （山形県鶴岡市温海地区）
●赤カブ （新潟県村上市（旧山北町））
●遠山カブ （山形県米沢市）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

赤・丸型

赤・長型

白・丸型

白・長型

白抜き番号は、焼き畑
栽培の所在を示す。

庄内カブの分布
『どこかの畑の片すみで』
（山形大学出版会 2007）p22
の図をもとに編集部で作図



多
い
と
き
で
、
北
海
道
、
仙
台
、
名
古

屋
、
京
都
な
ど
か
ら
お
客
さ
ん
が
来
た

ん
で
す
よ
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
商
業
品

種
の
カ
ブ
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
上
手

に
栽
培
し
た
と
し
て
も
絶
対
に
起
こ
り

え
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
し
か
な
い
モ
ノ

の
価
値
、
特
に
在
来
野
菜
は
人
を
集
わ

せ
る
魅
力
と
い
う
の
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
そ
の
力
を
、
私
は
〈
宝
谷
蕪
主

会
〉
で
実
感
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

在
来
野
菜
と
焼
畑

実
は
カ
ブ
は
典
型
的
な
焼
畑
作
物
で

す
。
山
形
に
在
来
種
の
カ
ブ
が
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
る
の
は
、
寒
冷
な
中
山
間

地
で
は
、
米
の
収
穫
量
が
不
安
定
だ
っ

た
時
代
が
長
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
実
際
に
、
カ
ブ
の
栽
培
は

米
の
豊
凶
の
目
処
が
立
つ
８
月
の
お
盆

以
降
で
も
間
に
合
い
ま
す
か
ら
、
救
荒

作
物
と
し
て
も
役
立
っ
て
き
た
の
で
す
。

植
物
生
産
に
と
っ
て
必
要
な
養
分
は
、

窒
素
、
リ
ン
酸
、
カ
リ
で
す
。

窒
素
は
化
石
燃
料
を
使
っ
て
空
気
中

の
窒
素
か
ら
合
成
し
て
つ
く
り
ま
す
。

リ
ン
酸
、
カ
リ
は
日
本
に
資
源
が
な

い
の
で
、
１
０
０
％
輸
入
で
す
。
そ
の

資
源
は
偏
在
し
て
い
て
、
中
国
は
肥
料

資
源
を
持
っ
て
い
る
国
な
ん
で
す
が
、

豊
か
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ま

り
輸
出
し
な
い
方
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
際
価
格
は
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
て
、

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
と
比
較
し
て
2.5

倍
以
上
に
高
騰
し
て
い
ま
す
。

肥
料
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
う
い
う
状

況
。
で
も
、
昔
の
人
は
化
学
肥
料
に
頼

っ
て
農
業
を
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
永
続
的
に
営
ん
で
き
た
農

業
は
、
ど
う
や
っ
て
地
力
を
維
持
し
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
焼
畑
か

有
機
農
業
で
す
。

焼
畑
は
、
窒
素
、
リ
ン
酸
、
カ
リ
を

最
も
簡
単
に
得
る
方
法
で
す
。

窒
素
と
リ
ン
酸
に
関
し
て
は
、
も
と

も
と
生
物
の
体
内
に
は
大
量
に
含
ま
れ

て
い
る
成
分
な
の
で
す
が
、
大
き
な
分

子
の
状
態
で
は
作
物
が
利
用
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
火
入
れ
で
で
き
る
木

灰
の
主
成
分
は
カ
リ
ウ
ム
で
す
し
、
そ

の
熱
で
タ
ン
パ
ク
質
が
分
解
さ
れ
て
ア

ン
モ
ニ
ア
の
形
の
窒
素
源
に
、
有
機
体

の
リ
ン
酸
化
合
物
が
分
解
さ
れ
て
リ
ン

酸
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
焼
畑
で
火

入
れ
し
て
小
さ
な
分
子
に
分
解
し
、
根

か
ら
吸
収
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
微
生
物
に
分
解
し
て

も
ら
う
方
法
。
そ
れ
が
有
機
農
業
で
す
。

微
生
物
が
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
分

解
し
て
、
窒
素
、
リ
ン
酸
、
カ
リ
を
植

物
が
利
用
で
き
る
イ
オ
ン
に
し
ま
す
。

微
生
物
を
使
う
と
養
分
が
で
き
る
の

に
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
焼
畑

だ
と
火
入
れ
直
後
に
で
き
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
も
、
同
時
に
病
害
虫
を
防
除

し
ま
す
か
ら
農
薬
が
不
要
。
木
材
伐
採

時
に
出
る
大
量
の
枝
葉
の
残
渣

ざ
ん
さ

が
な
く

経
済
性
で
は
測
れ
な
い
価
値

在
来
作
物
は
、
そ
れ
自
体
が
残
る
こ

と
も
大
切
で
す
が
、
要
は
料
理
し
て
食

べ
る
人
が
い
な
い
と
守
っ
て
い
か
れ
な

い
ん
で
す
よ
。
庄
内
地
方
に
は
市
場
出

荷
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
細
々

と
家
内
消
費
で
守
ら
れ
て
き
た
在
来
作

物
も
あ
り
ま
す
。
お
金
だ
け
の
価
値
で

在
来
作
物
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
、

な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
こ
ん
な
に

割
の
合
わ
な
い
仕
事
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
。山

形
県
白
鷹
町
で
つ
く
ら
れ
て
い
る

畔
藤

く
ろ
ふ
じ

キ
ュ
ウ
リ
と
い
う
30
〜
35
b
も
あ

る
細
長
い
キ
ュ
ウ
リ
が
あ
る
ん
で
す
が
、

味
が
濃
く
て
シ
ャ
リ
シ
ャ
リ
し
た
食
感

で
お
い
し
い
ん
で
す
。

昭
和
30
年
代
（
１
９
５
５
〜
）
に
、
短

く
て
艶
々
し
た
Ｆ
１

の
青
キ
ュ
ウ
リ
が

出
回
り
始
め
ま
し
た
。
Ｆ
１

の
キ
ュ
ウ

リ
が
１
本
４
円
で
売
れ
た
の
に
対
し
て

畔
藤
キ
ュ
ウ
リ
は
50
銭
。
価
格
は
８
分

の
１
で
す
。
し
か
も
収
穫
量
が
非
常
に

少
な
い
。
Ｆ
１

キ
ュ
ウ
リ
だ
と
葉
っ
ぱ

１
枚
に
対
し
て
一
つ
ず
つ
実
が
つ
く
の

で
す
が
、
畔
藤
キ
ュ
ウ
リ
は
葉
っ
ぱ
８

枚
に
対
し
て
一
つ
ぐ
ら
い
し
か
つ
か
な

い
。
収
穫
期
間
は
Ｆ
１

キ
ュ
ウ
リ
だ
と

２
カ
月
近
く
採
れ
る
け
れ
ど
、
畔
藤
キ

ュ
ウ
リ
は
３
週
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

う
ど
ん
こ
病
に
か
か
っ
て
茎
や
葉
っ
ぱ

が
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
き
て
終
わ
っ
て
し

ま
う
ん
で
す
。
出
荷
し
て
流
通
商
品
に

な
る
に
は
厳
し
い
け
れ
ど
、
自
分
の
家

で
食
べ
る
分
に
は
、
お
い
し
い
か
ら
残

る
ん
で
す
よ
。

し
か
し
農
家
の
人
に
と
っ
て
は
、
金

に
も
な
ら
な
い
も
の
を
つ
く
り
続
け
る

こ
と
に
は
「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
感

覚
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
自
分
が
良
い

と
正
直
に
思
え
る
も
の
を
つ
く
り
続
け

た
い
」
と
考
え
て
き
た
人
が
、
山
形
に

は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
い
る
ん
で
す
。

そ
れ
が
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

生
産
や
流
通
に
携
わ
る
人
々
が
、
そ

の
保
存
と
特
産
品
化
を
目
指
す
た
め
に

独
自
の
条
件
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、

京
野
菜
や
加
賀
野
菜
は
特
に
伝
統
野
菜

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

〈
京
の
伝
統
野
菜
〉
は
絶
滅
し
た
も
の

も
含
め
て
41
品
目
（
２
０
０
３
年
〈
平
成
15
〉

４
月
現
在
）
、
加
賀
野
菜
は
「
１
９
４
５

年
（
昭
和
20
）
以
前
か
ら
、
主
に
金
沢
で

栽
培
さ
れ
続
け
て
い
る
野
菜
」
と
い
う

定
義
で
15
品
目
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

京
野
菜
や
加
賀
野
菜
は
、
す
っ
か
り

ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
ド

化
も
確
か
に
生
き
残
る
た
め
の
一
つ
の

戦
略
だ
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
一
つ

問
題
な
の
は
、
地
元
の
人
で
さ
え
な
か

な
か
買
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

す
。
お
金
持
ち
の
人
や
料
亭
な
ど
で
し

か
食
べ
ら
れ
な
い
野
菜
に
な
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
。

山
形
で
は
ブ
ラ
ン
ド
化
で
は
な
く
、

地
元
の
人
が
ふ
だ
ん
の
食
卓
で
食
べ
続

種を守る人々11

け
、
余
剰
が
出
れ
ば
地
域
外
に
お
福
分

け
の
よ
う
に
し
て
出
し
て
い
く
、
と
い

う
の
が
本
来
の
在
り
方
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
東
京
の
人
が
食
べ
て
お
い

し
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
山
形
に
や
っ

て
来
た
と
き
に
、
山
形
で
は
地
元
の
大

部
分
の
人
が
誰
も
そ
の
野
菜
を
食
べ
て

い
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
地
元
へ
の
衆
知
と
同
時
に
、

ブ
ラ
ン
ド
化
も
全
否
定
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
野
菜

は
や
っ
て
い
く
。
モ
ノ
を
売
る
ん
じ
ゃ

な
く
て
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
お
客
さ

ん
を
呼
べ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な

げ
る
。
だ
だ
ち
ゃ
豆
解
禁
日
を
つ
く
っ

て
、
他
所
か
ら
大
勢
の
人
に
食
べ
に
来

て
も
ら
う
と
か
。
そ
れ
だ
け
の
力
が
、

在
来
作
物
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

例
と
し
て
〈
宝
谷
蕪
主
会

ほ
う
や
か
ぶ
ぬ
し
の
か
い

〉
が
あ
り

ま
す
。
宝
谷
カ
ブ
は
、
鶴
岡
市
宝
谷
地

区
で
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
き
た
細
長

い
青
首
大
根
の
よ
う
な
形
を
し
た
在
来

野
菜
。
畑
山
丑
之
助
さ
ん
と
い
う
生
産

者
が
た
っ
た
一
人
で
栽
培
し
て
い
る
だ

け
の
宝
谷
カ
ブ
を
応
援
し
よ
う
と
、
地

元
の
蛸
井
弘
さ
ん
が
蕪
主
を
募
っ
て
、

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
か
ら
５
年
間
蕪

主
の
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

カ
ブ
は
頑
張
っ
て
手
間
を
か
け
て
栽

培
・
収
穫
し
、
洗
っ
て
ヒ
ゲ
根
を
取
っ

た
り
出
荷
調
整
し
た
も
の
を
売
っ
て
も
、

多
分
、
よ
く
て
１
o
２
０
０
円
く
ら
い

で
し
ょ
う
。
そ
の
カ
ブ
を
食
べ
た
い
と
、



な
る
の
で
、
速
や
か
に
植
林
す
る
準
備

を
整
え
る
の
に
も
役
立
ち
ま
す
。
し
か

も
、
食
べ
た
ら
お
い
し
い
。
一
挙
両
得

じ
ゃ
な
く
て
、
一
挙
で
何
得
も
あ
る
。

焼
畑
の
火
入
れ
に
は
、
も
の
す
ご
い

技
術
が
あ
り
ま
す
。
上
か
ら
下
に
焼
い

て
い
く
と
火
の
勢
い
が
ほ
ど
ほ
ど
に
抑

え
ら
れ
て
山
火
事
防
止
上
、
安
全
だ
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ゆ
っ

く
り
燃
え
る
の
で
肥
料
が
よ
く
で
き
ま

す
。
逆
だ
と
一
瞬
に
し
て
焼
け
る
け
れ

ど
、
山
の
斜
面
の
表
面
を
火
が
走
る
よ

う
に
焼
け
、
土
の
中
ま
で
熱
が
伝
わ
ら

な
い
か
ら
肥
料
が
う
ま
く
で
き
な
い
の

で
す
。

炎
は
山
の
斜
面
に
対
し
て
水
平
に
一

直
線
の
形
で
下
ろ
し
て
い
く
の
で
す
が
、

炎
の
ラ
イ
ン
の
両
端
が
や
や
早
め
に
下

り
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
炎
が
ア
ー
チ
型

に
な
る
よ
う
に
下
ろ
し
て
く
る
と
、
周

囲
へ
の
延
焼
が
防
止
で
き
る
と
い
い
ま

す
。
炎
の
力
学
と
で
も
い
っ
た
ら
い
い

で
し
ょ
う
か
。
上
下
左
右
に
防
火
帯
を

切
っ
て
あ
る
の
で
、
燃
え
る
も
の
が
あ

る
下
へ
下
へ
、
そ
し
て
ア
ー
チ
の
中
心

へ
と
炎
は
進
み
、
一
番
下
に
到
達
す
る

と
何
も
し
な
く
て
も
炎
は
消
え
ま
す
。

こ
れ
は
伝
承
と
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
高

度
な
技
術
な
ん
で
す
。

生
業
と
し
て
数
十
戸
以
上
の
集
落
単

位
で
焼
畑
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
全
国

的
に
見
て
も
、
鶴
岡
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

在
来
作
物
を
残
す
理
由

現
代
社
会
で
は
、
種
子
の
価
値
が
な

く
な
っ
て
、
単
な
る
商
材
の
一
つ
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

か
つ
て
種
子
は
、
自
分
の
命
を
つ
な

ぐ
た
め
に
一
番
大
切
な
も
の
だ
っ
た
は

ず
で
す
。
ま
た
か
つ
て
の
農
民
は
、
普

段
か
ら
生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
作

物
の
種
子
を
収
集
・
栽
培
し
、
何
年
も

よ
り
良
い
種
子
を
残
す
選
抜
を
行
な
い

な
が
ら
自
慢
の
種
子
を
そ
ろ
え
て
い
た

と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
種
子
を
誰
か
に
渡
す
と
い

う
の
は
、
信
頼
の
証
し
で
も
あ
っ
た
の

で
す
。
旅
先
で
お
世
話
に
な
っ
た
人
に

お
礼
の
印
と
し
て
種
子
を
置
い
て
い
っ

た
と
い
う
の
は
よ
く
聞
く
話
で
す
。
山

形
県
酒
田
市
飛
鳥
に
は
、
北
前
船
で
上

方
か
ら
や
っ
て
き
た
商
人
が
地
元
の
人

に
水
を
も
ら
っ
た
お
礼
と
し
て
赤
ネ
ギ

の
種
子
を
置
い
て
い
っ
た
と
い
う
い
わ

れ
が
残
っ
て
い
て
、
今
も
そ
の
赤
ネ
ギ

栽
培
が
盛
ん
で
す
。

「
種
子
が
嫁
入
り
道
具
に
な
っ
た
」
と

い
う
話
も
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
今
の
山

形
市
蔵
王
堀
田
地
区
に
南
陽
市
か
ら
お

嫁
入
り
し
た
方
が
、
ふ
る
さ
と
で
栽
培

さ
れ
て
い
た
カ
ボ
チ
ャ
の
種
を
持
っ
て

き
て
、
そ
れ
が
今
で
は
蔵
王
カ
ボ
チ
ャ

と
い
う
在
来
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。

真
室
川
町
に
は
勘
次
郎
キ
ュ
ウ
リ
と

い
う
白
い
キ
ュ
ウ
リ
が
あ
る
ん
で
す
が
、

そ
れ
も
代
々
母
か
ら
娘
に
受
け
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
種
子
が
人
と
人
を
つ
な

い
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
、
今
は
ほ
と

ん
ど
の
人
が
知
り
ま
せ
ん
。

庄
内
の
温
海
地
区
（
鶴
岡
市
）
の
早
田

わ
さ
だ

瓜
は
、
大
正
時
代
か
ら
つ
く
り
続
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
味
は
プ
リ
ン
ス
メ
ロ

ン
み
た
い
に
甘
い
の
で
す
。
早
田
瓜
を

つ
く
っ
て
い
た
本
間
さ
ん
ご
夫
妻
は
、

私
が
尋
ね
た
と
き
に
は
お
元
気
だ
っ
た

の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
お
二
人
と
も

他
界
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
生
前
に

早
田
瓜
の
種
子
を
い
た
だ
い
て
い
た
の

で
、
山
形
大
学
農
学
部
の
農
場
で
栽

培
・
保
存
し
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
場

合
、
栽
培
し
て
い
る
人
が
亡
く
な
る
と
、

種
も
一
緒
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で

す
。な

ん
と
か
し
て
種
子
と
そ
の
作
物
を

利
用
す
る
文
化
の
消
失
を
防
ぎ
た
い
、

と
い
う
の
が
〈
山
形
在
来
作
物
研
究
会
〉

の
当
初
の
目
的
で
も
あ
り
ま
す
。
会
誌

を
『
Ｓ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
』
と
名
づ
け
た
の
も
、

在
来
作
物
の
種
子
と
、
そ
の
文
化
を
次

代
へ
と
引
き
継
い
で
い
き
た
い
、
と
い

う
想
い
か
ら
で
す
。

か
つ
て
の
種
屋
さ
ん
は
、
信
頼
の
お

け
る
農
家
と
提
携
し
て
種
を
採
っ
て
も

ら
っ
て
、
そ
の
店
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
種
を

い
っ
ぱ
い
そ
ろ
え
て
い
ま
し
た
。
種
を

買
い
に
来
た
人
に
は
、
栽
培
方
法
や
調

理
・
加
工
の
仕
方
ま
で
指
導
し
て
い
ま

し
た
。
つ
ま
り
販
売
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
作
物
が
持
っ
て
い
る
文
化
を
伝
え

る
た
め
に
機
能
し
て
い
た
の
で
す
。

〈
ひ
ょ
う
ご
の
在
来
種
保
存
会
〉
の
山

根
成
人

し
げ
ひ
と

さ
ん
と
い
う
人
が
紹
介
し
て
く

れ
た
の
で
す
が
、
姫
路
市
内
の
米
田
種

苗
と
い
う
種
屋
さ
ん
は
今
で
も
そ
う
い

う
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

鶴
岡
に
も
江
戸
時
代
か
ら
２
０
０
年
以

上
に
わ
た
っ
て
、
温
海
カ
ブ
の
焼
畑
農

家
と
種
子
を
取
引
し
て
い
る
種
苗
店
が

あ
り
ま
す
。
有
機
農
業
作
業
グ
ル
ー
プ

で
は
、
種
の
交
換
会
も
や
っ
て
い
る
よ

う
で
す
ね
。
栽
培
だ
け
で
な
く
、
自
家

採
種
と
い
う
行
為
は
、
種
の
大
切
さ
を

思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

在
来
作
物
を
な
ぜ
残
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
理
屈
を
、
私
も

研
究
者
と
し
て
考
え
続
け
て
き
ま
し
た
。

そ
の
答
え
の
一
つ
と
し
て
、
私
た
ち

の
暮
ら
し
と
い
う
の
が
す
べ
て
石
油
や

化
石
燃
料
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
危

機
感
か
ら
説
明
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

肥
料
も
そ
う
で
す
し
、
ビ
ニ
ー
ル
マ
ル

チ
や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
に
使
う
農

業
資
材
も
そ
う
で
す
し
、
運
搬
も
耕
運

機
も
田
植
え
機
も
す
べ
て
化
石
燃
料
に

依
存
し
て
い
ま
す
。「
今
日
か
ら
石
油

が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
私

た
ち
の
食
べ
る
も
の
は
な
く
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
こ
う
い
っ
た
伝
統
的
な

野
菜
と
か
伝
統
農
法
に
は
、
石
油
を
使

わ
な
か
っ
た
時
代
に
生
き
て
い
た
地
域

の
知
恵
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

在
来
作
物
の
存
在
意
義
と
い
う
の
は
、
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地
域
の
先
人
た
ち
が
こ
う
い
う
も
の
を

食
べ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い

く
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
価
値
に
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。
私
た
ち
が
在
来
作
物
を

〈
生
き
た
文
化
財
〉
と
呼
ぶ
の
は
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
自
家
用
で
も

い
い
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
継
承
し

て
い
く
こ
と
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
、
と
思
い
ま
す
。

お
正
月
の
Ｔ
Ｖ
番
組
で
も
放
送
さ
れ

て
い
ま
し
た
の
で
日
本
の
食
文
化
を
世

界
遺
産
に
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ

る
の
は
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

と
並
行
し
て
今
、
鶴
岡
市
は
食
文
化
創

造
都
市
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
て
、
鶴

岡
食
文
化
創
造
都
市
推
進
協
議
会
が
立

ち
上
が
り
ま
し
た
。
食
文
化
創
造
都
市

と
い
う
の
は
、
ユ
ネ
ス
コ
が
推
進
す
る

創
造
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
分
野
で

す
。

創
造
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

C
re

a
tive

C
itie

s
N

e
tw

o
rk

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
固
有
文
化
の
消
失
が

危
惧
さ
れ
る
中
で
、
文
化
の
多
様
性
を
保
持
す
る
と

と
も
に
、
世
界
各
地
の
文
化
産
業
が
潜
在
的
に
有
し

て
い
る
可
能
性
を
、
都
市
間
の
戦
略
的
連
携
に
よ
り

最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
み
が
必
要
、
と

の
考
え
の
下
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
ユ
ネ
ス
コ

が
創
設
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
文
学
、
映
画
、
音
楽
、

ク
ラ
フ
ト
＆
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
、

デ
ザ
イ
ン
、
食
文
化
の
７
分
野
に
お
い
て
特
色
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
都
市
を
認
定
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
構
築
す
る
。

鶴
岡
食
文
化
創
造
都
市
推
進
協
議
会

で
は
、
山
形
の
在
来
作
物
を
次
の
世
代

に
継
承
す
る
た
め
の
レ
シ
ピ
集
を
出
版

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

多
様
で
あ
る
価
値

か
つ
て
日
本
全
国
各
地
に
は
地
域
固

有
の
野
菜
や
果
物
や
穀
物
の
品
種
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
農
家
は
生
活
に

必
要
な
も
の
の
大
半
を
、
お
金
を
出
し

て
買
う
の
で
は
な
く
、
で
き
る
限
り
自

家
採
種
し
な
が
ら
そ
こ
で
栽
培
で
き
る

さ
ま
ざ
ま
な
作
物
を
つ
く
っ
て
き
ま
し

た
。ま

た
、
冷
害
や
干
ば
つ
な
ど
の
気
象

災
害
に
備
え
て
、
例
え
ば
主
食
の
イ
ネ

な
ら
全
滅
の
危
険
を
分
散
す
る
た
め
に
、

一
軒
の
農
家
だ
け
で
も
早
生
か
ら
晩
生

ま
で
10
品
種
以
上
を
栽
培
し
て
い
ま
し

た
し
、
万
一
、
イ
ネ
が
凶
作
に
見
舞
わ

れ
て
も
カ
ブ
や
ソ
バ
の
よ
う
な
冷
害
に

強
く
短
期
間
に
栽
培
・
収
穫
で
き
る
作

物
も
併
せ
て
栽
培
し
ま
し
た
。
味
噌
や

漬
け
物
、
山
菜
や
キ
ノ
コ
の
塩
蔵
物
、

ト
チ
の
実
な
ど
も
常
備
し
て
飢
饉
に
備

え
た
の
で
す
。

戦
後
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
大
量
需
要

に
応
え
る
た
め
に
大
量
生
産
、
大
量
流

通
、
大
量
消
費
の
時
代
が
到
来
し
た
こ

と
で
、
全
国
流
通
に
耐
え
る
、
よ
り
高

品
質
な
品
種
が
育
種
さ
れ
て
全
国
共
通

の
品
種
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

地
方
品
種
は
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
き

ま
し
た
。
消
費
者
に
と
っ
て
は
日
本
全

国
ど
こ
へ
行
っ
て
も
類
似
の
品
種
に
な

り
、
地
方
色
豊
か
な
野
菜
を
楽
し
む
機

会
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

ま
た
金
銭
経
済
が
浸
透
す
る
と
、
農

家
は
イ
ネ
で
も
野
菜
で
も
市
場
が
買
っ

て
く
れ
る
限
ら
れ
た
品
種
し
か
栽
培
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
作
物
が

豊
作
に
な
る
と
、
価
格
が
暴
落
し
て
、

収
益
の
確
保
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

一
代
雑
種
Ｆ
１

の
よ
う
な
近
代
品
種

は
、
品
種
内
の
個
体
間
の
特
性
が
高
度

に
そ
ろ
っ
て
い
て
、
一
斉
に
花
が
咲
い

て
、
一
斉
に
収
穫
で
き
る
。
そ
の
お
蔭

で
機
械
作
業
が
可
能
に
な
り
、
栽
培
コ

ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も

に
、
私
た
ち
は
作
物
の
形
態
や
品
質
も

安
定
し
た
も
の
を
入
手
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
コ
シ
ヒ
カ
リ
が
食
べ
た
い
と

思
っ
て
買
っ
た
お
米
が
、
買
う
た
び
に

予
想
と
ま
っ
た
く
違
う
味
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
近
代

品
種
を
栽
培
し
て
い
る
お
蔭
だ
と
も
い

え
ま
す
。

一
方
、
在
来
品
種
は
Ｆ
１

に
比
べ
れ

ば
開
花
期
も
収
穫
期
も
そ
ろ
い
が
悪
く

な
り
ま
す
。
収
穫
物
の
形
態
や
品
質
も

多
少
ば
ら
つ
く
。
江
戸
時
代
の
農
家
が

農
薬
を
使
わ
ず
に
イ
ネ
を
栽
培
で
き
た

の
は
、
品
種
内
の
個
体
間
に
形
質
の
バ

ラ
ツ
キ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
田
ん
ぼ
の
中
で
イ
ネ
の
あ
る

個
体
が
〈
い
も
ち
病
〉
に
か
か
っ
た
と

し
ま
す
。
し
か
し
、
隣
の
個
体
は
そ
の

病
菌
へ
の
抵
抗
性
が
あ
っ
た
り
し
て
、

す
ぐ
に
は
罹
病
し
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
近
代
品
種
の
よ
う
に
、
品

種
内
の
個
体
間
の
遺
伝
的
性
質
が
極
め

て
斉
一
に
な
る
と
、
集
団
が
同
じ
反
応

を
示
す
の
で
、
あ
っ
と
言
う
間
に
全
個

体
に
病
気
が
広
が
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

だ
か
ら
、
近
代
品
種
は
、
ど
う
し
て
も

農
薬
散
布
な
ど
を
し
て
作
物
を
保
護
し

て
や
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
す
。

在
来
種
と
い
う
の
は
遺
伝
的
な
多
様

性
を
内
在
し
て
い
る
か
ら
、
適
応
性
に

幅
が
あ
る
ん
で
す
。
他
所
の
土
地
に
持

っ
て
い
っ
て
も
少
し
は
適
応
し
た
も
の

が
で
き
る
。
そ
う
い
う
種
採
り
を
し
て

い
く
と
、
徐
々
に
そ
の
土
地
の
環
境
に

適
応
し
た
固
定
品
種
が
で
き
ま
す
。

在
来
種
の
多
様
性
に
は
、
適
応
し
て

き
た
地
域
の
風
土
や
人
々
の
嗜
好
、
利

用
の
文
化
な
ど
に
関
す
る
膨
大
な
魅
力

的
な
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
っ

た
ん
絶
や
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
ん
な

に
高
度
な
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使

っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
品
種
を
つ
く

り
出
す
こ
と
は
二
度
と
で
き
ま
せ
ん
。

多
く
の
在
来
作
物
が
残
っ
て
い
る
山

形
で
も
、
栽
培
に
携
わ
っ
て
い
る
の
は

高
齢
者
が
ほ
と
ん
ど
。
そ
の
価
値
を
多

く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
存
亡
の

危
機
を
ど
う
し
た
ら
回
避
で
き
る
か
、

一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
７
月
17
日

13 種を守る人々

左から、藤沢カブ、西又カブ、宝谷カブ。山形には、実に多様な在来作物のカブがある。　写真提供：江頭宏昌さん
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上：左端は、JA庄内たがわ農業協同組合
新余目支所の日向修一さん。女性たちは、
添津カラトリ部会のみなさん。
中段左：カラトリイモと茎部分。
中段中・右：イモの貯蔵は地下室で。収穫
期には、この地下室が満杯になるという。
生産物の価格や育て方など、すべてのメン
バーが情報を共有できるように工夫してい
る。
下：これから約2カ月かけて、大きく育っ
ていくカラトリイモ。



庄
内
町
の
添
津
は
、
土
が
粘
土
質
で
、

地
下
水
位
が
高
い
土
地
柄
の
お
蔭
で
芋

が
お
い
し
く
で
き
る
の
。
こ
の
会
は

「
日
本
一
、
お
い
し
い
カ
ラ
ト
リ
イ
モ

を
つ
く
っ
て
次
世
代
に
伝
え
た
い
」
と

い
う
思
い
で
、
青
年
部
が
１
９
８
１
年

（
昭
和
56
）
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
　

羽
黒
山
に
至
る
羽
黒
山
道
路
を
観
光

バ
ス
が
通
る
も
ん
で
、
以
前
は
街
道
沿

い
に
幟
旗
を
ず
ら
っ
と
並
べ
て
、
観
光

の
目
玉
と
し
て
販
売
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。

会
を
つ
く
っ
た
当
初
は
26
名
い
た
ん

で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
年
を
取
っ
て
き
て

現
在
は
８
名
ほ
ど
が
つ
く
り
続
け
て
い

ま
す
。
今
は
農
協
を
通
じ
て
出
荷
し
て

い
ま
す
。
各
自
の
畑
で
つ
く
っ
て
、
種

芋
も
自
分
で
採
っ
て
、
共
同
の
地
下
室

で
保
存
し
ま
す
。

今
は
全
部
で
１
万
２
０
０
０
本
。
そ

れ
を
８
名
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
つ
く
る
ん

だ
か
ら
、
結
構
、
重
労
働
で
す
よ
。
夏

に
な
る
と
す
ぐ
緑
の
絨
毯
に
な
っ
ち
ゃ

う
か
ら
、
草
取
り
が
大
変
。

カ
ラ
ト
リ
イ
モ
と
い
う
の
は
学
術
上

の
系
統
名
で
、
地
元
で
は
「
か
ら
ど
り

い
も
」
と
か
、
略
し
て
「
か
ら
ど
り
」

と
濁
っ
て
発
音
さ
れ
ま
す
。
別
名
で
、

ズ
イ
キ
芋
、
じ
き
芋
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
全
国
的
に
は
、
ズ
イ
キ
と
い
う

と
茎
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
芋

を
そ
う
呼
び
ま
す
。
え
ぐ
み
が
少
な
い

の
で
、
親
芋
、
小
芋
、
葉
柄
、
葉
も
食

べ
ら
れ
ま
す
。
茎
は
干
せ
ば
保
存
が
利

く
の
で
、
納
豆
汁
に
入
れ
た
り
。
芋
は

保
存
が
難
し
い
で
す
が
、
今
は
冷
凍
庫

が
あ
る
の
で
皮
を
き
れ
い
に
剥
い
て
生

の
ま
ま
冷
凍
す
れ
ば
大
丈
夫
。

最
上
川
の
や
や
南
側
を
境
と
し
て
、

北
側
が
青
茎
（
緑
色
）
、
南
側
が
赤
茎
。

そ
の
境
界
線
が
も
う
何
十
年
も
一
度
も

変
わ
ら
ず
に
続
い
て
い
ま
す
。
添
津
で

は
青
茎
の
芋
で
す
。
や
は
り
あ
ち
ら
の

人
は
赤
じ
ゃ
な
い
と
食
べ
ら
れ
な
い
、

私
ら
は
青
じ
ゃ
な
い
と
食
べ
ら
れ
な
い
、

長
年
親
し
ん
だ
味
で
そ
う
な
っ
て
い
る

ん
で
し
ょ
う
。

カ
ラ
ト
リ
イ
モ
は
年
越
し
に
欠
か
せ

な
い
ん
で
す
。
年
越
し
に
は
、
季
節
の

野
菜
を
味
噌
で
煮
た
ご
馳
走
が
あ
る
ん

で
す
が
、
そ
の
中
に
必
ず
カ
ラ
ト
リ
芋

を
入
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
な
い
と
正
月

が
迎
え
ら
れ
な
い
。
他
所
に
行
っ
た
子

ど
も
た
ち
に
も
送
っ
て
や
り
ま
す
。
だ

か
ら
、
各
家
庭
で
自
家
用
と
し
て
つ
く

ら
れ
て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で

い
る
と
、
孫
た
ち
も
「
お
い
し
い
」
と

言
っ
て
食
べ
て
く
れ
る
け
れ
ど
家
で
料

理
し
な
い
と
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
で
子
ど
も
や
若
い
人
た
ち
も
食
べ

て
く
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
料
理
法
を

考
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
給
食
に
提
供

し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

カ
ラ
ト
リ
イ
モ
は
水
苗
代
で
つ
く
る

芋
で
す
。
苗
を
つ
く
り
終
え
た
あ
と
の

水
苗
代
で
カ
ラ
ト
リ
イ
モ
を
つ
く
っ
て

い
た
ん
で
す
。
苗
を
採
っ
て
し
ま
う
と

水
苗
代
に
は
利
用
価
値
が
な
い
も
ん
で
、

肥
料
分
も
ま
だ
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る

し
、
そ
れ
を
利
用
し
た
ん
で
す
。

昭
和
30
年
代
以
降
は
農
業
用
ハ
ウ
ス

で
苗
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、

カ
ラ
ト
リ
イ
モ
も
畑
地
で
つ
く
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
湛
水
栽
培
と
畑
地
と

で
は
味
が
全
然
違
う
け
れ
ど
、
作
業
す

る
こ
と
か
ら
い
え
ば
畑
地
の
ほ
う
が
楽

な
の
。

４
月
20
日
過
ぎ
に
播
種
し
て
、
５
月

半
ば
に
定
植
、
収
穫
は
10
月
で
す
。
連

作
し
て
い
る
と
茎
が
だ
ん
だ
ん
伸
び
な

く
な
っ
て
、
芋
も
小
さ
く
な
る
。
や
っ

ぱ
り
親
が
立
派
で
な
い
と
、
子
ど
も
も

立
派
に
な
ら
な
い
の
ね
。

私
は
畑
地
で
つ
く
っ
た
芋
で
も
、
種

芋
は
流
し
水
に
入
れ
て
一
日
置
く
。
そ

れ
か
ら
陰
干
し
し
て
お
く
と
、
傷
み
に

く
い
で
す
。

み
ん
な
、
自
分
の
と
こ
の
芋
が
一
番

お
い
し
い
と
思
っ
て
つ
く
っ
て
い
る
。

添
津
の
湧
き
水
は
月
山
か
ら
の
恵
み
。

そ
の
水
で
育
っ
た
芋
は
格
別
だ
と
い
う

想
い
が
あ
り
ま
す
よ
。
き
め
が
細
か
く

て
、
ね
っ
と
り
し
て
い
る
。
い
く
ら
口

で
説
明
し
て
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
食

べ
に
来
た
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。

江
頭
宏
昌
さ
ん
の
解
説

カ
ラ
ト
リ
イ
モ
の
記
録
は
、
１
７
３

５
年
（
享
保
20
）
の
『
羽
州
庄
内
領
産
物

帳
』
に
見
ら
れ
、
当
時
、
既
に
庄
内
の

産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
こ
で
は
「
た
う
の
い
も
　
か
ら
と
り
」

と
書
い
て
あ
り
、
唐
芋
の
こ
と
。
京
野

菜
の
一
種
エ
ビ
イ
モ
と
同
じ
系
統
の
イ

モ
で
す
。
私
の
研
究
室
で
卒
論
を
書
い

た
小
西
由
佳
さ
ん
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
マ
ー
カ
ー

15 種を守る人々

を
使
っ
て
関
西
か
ら
取
り
寄
せ
た
唐
芋

と
カ
ラ
ト
リ
イ
モ
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

ご
く
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

湛
水
栽
培
は
、
亜
熱
帯
や
熱
帯
地
域

で
行
な
わ
れ
る
サ
ト
イ
モ
の
栽
培
方
法

と
同
じ
で
す
。
イ
モ
だ
け
で
な
く
、
栽

培
方
法
も
一
緒
に
伝
わ
っ
て
、
た
ま
た

ま
庄
内
地
方
に
痕
跡
が
残
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

最
近
は
畑
地
で
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
種
芋
に
残
す
も
の
は
湛

水
栽
培
す
る
、
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
保
存
性
が
格
段
に
良

い
の
だ
そ
う
で
す
。

種
芋
を
き
ち
ん
と
残
す
こ
と
に
は
、

み
な
さ
ん
長
年
気
を
使
っ
て
い
て
、
台

所
の
す
ぐ
に
目
が
届
く
所
に
保
管
箱
を

置
い
て
、
毎
日
、
霧
吹
き
で
水
分
を
与

え
る
と
か
、
籾
殻
に
包
ん
で
、
と
い
う

工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
暖
か
い
所
で
温

度
変
化
が
少
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
だ

め
な
ん
で
す
。
10
度
以
上
で
保
存
し
な

い
と
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
ん
な
に
寒
い
所
で
２
７
０
年
以
上
つ

く
り
続
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
、

生
産
者
の
努
力
の
賜
物
な
ん
で
す
。

カ
ラ
ト
リ
イ
モ
の
生
産
者

添
津

そ
え
づ

カ
ラ
ト
リ
部
会
の
み
な
さ
ん
（
東
田
川
郡
庄
内
町
添
津

そ
え
づ

）
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外
内
島

と
の
じ
ま

キ
ュ
ウ
リ
の
生
産
者
　
上
野
武
さ
ん
（
鶴
岡
市
外
内
島

と
の
じ
ま

）



収
穫
が
終
わ
っ
た
ら
根
っ
こ
か
ら
引

っ
こ
抜
い
て
整
理
す
る
ん
で
す
が
、
そ

の
と
き
ま
で
熟
さ
せ
て
お
い
て
種
を
採

り
ま
す
。
種
を
採
る
の
は
、
い
っ
ぱ
い

実
が
な
る
株
で
、
格
好
が
良
い
実
を
残

し
て
お
い
て
採
り
ま
す
。

実
を
割
る
と
ゼ
リ
ー
状
の
果
肉
に
種

が
包
ま
れ
て
い
て
、
果
肉
を
き
れ
い
に

洗
い
流
し
て
乾
燥
さ
せ
て
保
存
し
ま
す
。

発
芽
率
が
よ
く
っ
て
、
90
％
以
上
が
発

芽
し
ま
す
か
ら
、
余
計
に
種
を
採
っ
て

お
く
必
要
が
な
い
ん
で
す
よ
。

や
は
り
、
つ
く
る
人
が
減
っ
て
い
る

の
を
盛
り
返
す
の
は
、
か
な
り
大
変
。

産
地
の
中
に
は
種
を
外
に
出
さ
な
い
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
つ
く
っ
て

く
れ
る
人
を
増
や
し
た
い
か
ら
、
余
分

に
た
く
さ
ん
蒔
い
て
お
い
て
苗
で
分
け

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
種
も
ど
ん
ど

ん
分
け
て
い
ま
す
。

江
頭
宏
昌
さ
ん
の
解
説

キ
ュ
ウ
リ
は
イ
ン
ド
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

南
山
麓
に
起
源
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
こ
か
ら
中
国
を
経
由
し
て
日

本
へ
伝
播
し
た
ル
ー
ト
に
北
回
り
（
い

わ
ゆ
る
華
北
系
キ
ュ
ウ
リ
）
と
南
回
り
（
い
わ

ゆ
る
華
南
系
キ
ュ
ウ
リ
）
が
あ
り
ま
す
。
華

南
系
キ
ュ
ウ
リ
は
黒
イ
ボ
（
果
実
表
面
の

ト
ゲ
が
黒
色
の
も
の
を
そ
う
呼
ぶ
）
で
短
日
性

の
形
質
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
華
北
系

キ
ュ
ウ
リ
は
今
の
Ｆ
１

キ
ュ
ウ
リ
と
同

様
、
白
イ
ボ
で
長
日
性
、
シ
ャ
キ
シ
ャ

17 種を守る人々

漬
物
店
に
卸
す
以
前
は
、
仲
買
人
さ

ん
が
来
て
集
荷
し
て
、
小
売
店
に
売
っ

て
い
ま
し
た
。
出
荷
の
基
準
は
13
b
か

ら
で
、
せ
い
ぜ
い
15
b
ほ
ど
ま
で
に
出

し
ま
す
が
、
昔
は
も
っ
と
大
き
く
な
っ

て
か
ら
出
荷
し
て
い
た
と
い
う
記
憶
が

あ
り
ま
す
。

３
〜
３
c
50
b
の
栽
培
棚
を
組
ん
で

ツ
ル
を
絡
ま
せ
て
つ
く
り
ま
す
。
今
の

人
は
み
ん
な
パ
イ
プ
で
棚
を
つ
く
り
ま

す
が
、
う
ち
で
は
粟
島
（
新
潟
県
村
上
市
の

岩
船
港
か
ら
高
速
船
で
60
分
の
離
島
）
か
ら
持

っ
て
き
て
い
る
竹
を
使
っ
て
い
ま
す
。

森
の
木
を
間
伐
す
る
と
き
に
伐
っ
て
い

る
そ
う
で
、
安
く
手
に
入
る
か
ら
毎
年

補
充
し
て
い
る
ん
で
す
。

と
に
か
く
病
気
に
弱
い
キ
ュ
ウ
リ
で

す
。
ツ
ル
が
旺
盛
に
伸
び
て
重
な
っ
ち

ゃ
う
所
が
蒸
れ
て
病
気
に
か
か
り
や
す

い
。
今
の
農
薬
は
前
日
に
施
し
て
24
時

間
あ
け
な
さ
い
、
と
い
う
も
の
が
多
い
。

朝
晩
収
穫
す
る
キ
ュ
ウ
リ
だ
か
ら
使
え

な
い
ん
で
す
。
気
温
が
低
く
て
乾
燥
し

て
い
る
と
い
い
ん
で
す
が
、
雨
が
降
っ

て
気
温
が
上
が
る
と
途
端
に
蒸
れ
て
病

気
が
出
ま
す
。

５
月
の
20
日
ご
ろ
播
種
し
て
、
１
カ

月
後
ぐ
ら
い
か
ら
収
穫
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
、
収
穫
期
間
は
だ
い
た
い
１
カ

月
。
40
日
間
採
れ
る
と
い
う
こ
と
は
滅

多
に
あ
り
ま
せ
ん
。
地
所
が
30
坪
ほ
ど

あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
輪
作
し
な
が
ら

毎
年
場
所
を
変
え
て
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
低
い
う
ち
は
雌
花
が
咲
か
な

明
治
の
終
わ
り
か
大
正
の
は
じ
め
ご

ろ
か
ら
つ
く
っ
て
い
る
、
と
聞
い
て
い

ま
す
か
ら
、
だ
い
た
い
１
０
０
年
間
は

つ
く
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

昔
は
鶴
岡
市
の
周
辺
は
、
全
部
、
こ

の
キ
ュ
ウ
リ
を
つ
く
っ
て
い
た
ん
で
す
。

う
ち
で
も
こ
こ
以
外
に
も
３
カ
所
ぐ
ら

い
畑
が
あ
り
ま
し
た
。
朝
日
が
上
る
と
、

陽
射
し
が
目
に
入
っ
て
キ
ュ
ウ
リ
を
見

落
と
す
か
ら
か
、
朝
日
が
上
が
ら
な
い

内
に
採
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
も
手

分
け
し
て
手
伝
っ
た
も
ん
で
す
。
採
り

終
わ
っ
た
ら
、
も
う
一
度
見
落
と
し
が

な
い
か
見
回
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
も

見
落
と
し
が
あ
っ
て
、
育
ち
過
ぎ
て
大

き
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。

私
は
専
業
農
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

本
格
的
に
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

仕
事
を
退
職
し
て
か
ら
で
、
も
う
７
年

に
な
り
ま
す
。

や
は
り
外
内
島
キ
ュ
ウ
リ
じ
ゃ
な
い

と
、
と
い
う
人
も
い
て
つ
く
り
続
け
て

い
ま
し
た
が
、
１
株
ぐ
ら
い
し
か
つ
く

っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
も
う
や

め
よ
う
か
な
、
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
在
来
野
菜
を
使
っ
て
の
漬
物
づ
く

り
に
力
を
入
れ
る
漬
物
店
〈
つ
け
も
の

処
本
長
〉
か
ら
「
材
料
と
し
て
使
い

た
い
」
と
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
、
近
所
の
人
に
も
声
を
か

け
て
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。
遊
び
み

た
い
な
も
ん
だ
け
れ
ど
、
小
学
校
の
３

年
生
が
総
合
学
習
の
時
間
に
つ
く
っ
て

い
て
、
も
う
４
年
に
な
り
ま
す
。

キ
し
て
サ
ラ
ダ
に
向
く
も
の
が
多
い
で

す
。

短
日
性
と
長
日
性

短
日
性
と
は
、
幼
苗
時
に
日
長
が
短
く
な
い
と
雌
花

が
咲
か
な
い
（
つ
ま
り
果
実
が
つ
か
な
い
）
性
質
で
、

日
本
で
は
２
月
ご
ろ
に
播
種
し
な
い
と
果
実
が
つ
か

な
い
も
の
も
あ
る
。
長
日
性
の
性
質
を
持
つ
も
の
は
、

例
え
ば
５
月
上
旬
播
種
で
も
雌
花
が
つ
き
、
収
量
が

落
ち
な
い
。

外
内
島
キ
ュ
ウ
リ
は
、
鶴
岡
市
外
内

島
で
生
産
が
続
け
ら
れ
て
い
る
固
定
品

種
で
、
瑞
々
し
く
、
皮
が
薄
く
、
肉

厚
で
、
好
ま
し
い
歯
触
り
が
特
徴
で
す
。

成
熟
す
る
と
尻
や
肩
部
か
ら
褐
変
し
や

す
く
、
つ
る
首
側
に
や
や
苦
味
が
あ
り

ま
す
。
苦
味
の
成
分
は
、
ゴ
ー
ヤ
と
同

類
の
ク
ク
ル
ビ
タ
シ
ン
で
す
。

果
実
は
長
楕
円
、
半
白
で
首
側
３
分

の
１
程
度
が
淡
緑
で
す
。
黒
イ
ボ
で

あ
る
こ
と
か
ら
華
南
系
の
血
を
引
い
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
長
日
性
で
肉

質
が
優
れ
る
こ
と
か
ら
、
華
北
系
の
特

徴
も
備
え
て
い
ま
す
。
華
北
系
と
華
南

系
の
雑
種
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

外
内
島
キ
ュ
ウ
リ
の
来
歴
は
不
明
で
、

江
戸
時
代
の
古
文
書
に
は
登
場
し
ま
せ

ん
が
、
大
正
時
代
の
里
謡
に
は
登
場
す

る
の
で
、
ざ
っ
と
１
０
０
年
以
上
の
歴

史
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
５
年
く
ら

い
前
ま
で
は
上
野
武
さ
ん
を
含
め
て
２
、

３
軒
し
か
栽
培
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
こ
こ
２
年
く
ら
い
、
鶴
岡
市
内
で

少
し
ず
つ
フ
ァ
ン
と
栽
培
者
が
広
が
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

く
て
ね
。
採
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

心
配
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
途
中
ま
で

伸
び
た
ら
、
急
に
咲
き
始
め
て
安
心
し

ま
し
た
。
自
然
受
粉
な
ん
で
す
が
、
最

近
は
蜜
蜂
が
め
っ
き
り
い
な
く
な
り
ま

し
た
ね
。
雨
が
少
な
く
て
乾
燥
し
ま
し

た
か
ら
３
回
ぐ
ら
い
水
を
撒
い
て
い
ま

す
。
水
っ
ぽ
い
キ
ュ
ウ
リ
だ
し
、
葉
っ

ぱ
も
大
き
い
か
ら
、
水
を
欲
し
が
る
ん

で
し
ょ
う
。

外
内
島
キ
ュ
ウ
リ
は
、
ち
ょ
っ
と
苦

い
ん
で
す
よ
。
一
時
期
、
そ
の
苦
み
が

嫌
わ
れ
て
消
え
て
い
っ
た
ん
だ
と
思
い

ま
す
。
で
も
最
近
は
、
ゴ
ー
ヤ
な
ん
か

も
人
気
で
す
か
ら
、
苦
み
を
気
に
し
な

い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
最

近
、
逆
に
苦
く
な
い
の
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
自
分
で
種
を
採
り
続
け
て

い
る
ん
で
す
が
、
少
し
ず
つ
性
質
が
変

わ
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

す
ぐ
に
黄
色
く
な
っ
て
日
持
ち
が
し

な
い
の
も
消
え
て
い
っ
た
理
由
で
し
ょ

う
。
自
分
ち
で
食
べ
る
分
は
、
新
聞
紙

で
く
る
っ
と
巻
い
て
お
く
と
少
し
は
も

ち
ま
す
。



農
業
に
対
し
て
何
を
し
た
ら
い
い
ん
だ

ろ
う
か
」
と
考
え
た
と
き
に
、
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
に
導
い
て
く
れ
る
よ
う
な
映
画
が

な
か
っ
た
ん
で
す
。

私
は
江
頭
先
生
や
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運

動
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
と
話
を
し
て

き
た
の
で
、
是
非
そ
う
い
う
こ
と
を
描

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
の
根
幹
に
は
、

在
来
種
や
地
域
固
有
の
食
文
化
が
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
も
の
に
恵

ま
れ
て
い
る
山
形
に
は
、
そ
う
い
う
視

点
を
持
っ
て
い
る
人
が
少
な
い
。
そ
れ

で
「
種
を
守
る
農
家
の
人
々
」
と
い
う

切
り
口
で
、
在
来
作
物
の
種
を
守
っ
て

い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
か
っ
た
ん
で
す
。
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映
画
「
よ
み
が
え
り
の
レ
シ
ピ
」
か
ら

渡辺 智史さん

わたなべ さとし
映画「よみがえりのレシピ」監督

1981年山形県鶴岡市に生まれる。山形県立鶴岡

南高等学校卒業、東北芸術工科大学東北文化研究

センターにて、民俗映像制作に参加。大学卒業後

上京し、イメージフォーラム付属映像研究所に通

い、映像制作会社で映画監督の飯塚俊男に師事。

2006年ドキュメンタリー映画「An Die Freude 歓

喜を歌う」で撮影・編集を、2007年ドキュメン

タリー映画「映画の都 ふたたび」で撮影を担当。

2008年よりフリー。2010年ドキュメンタリー映

画「よみがえりのレシピ」で監督。「よみがえり

のレシピ」は香港国際映画祭、ハワイ国際映画祭

にて招待上映された。
よみがえりのレシピ公式ホームページ
http://y-recipe.net

映
像
制
作
の
プ
ロ
と
し
て
、

生
ま
れ
故
郷
の
埋
も
れ
た
宝
を
見
事
に
描
い
た
渡
辺
智
史
さ
ん
。

映
画
「
よ
み
が
え
り
の
レ
シ
ピ
」
は
、

長
年
、
在
来
作
物
の
種
を
守
っ
て
き
た
山
形
の
人
々
の

地
道
で
ひ
た
む
き
な
働
き
に
光
を
当
て
ま
し
た
。

こ
ん
な
に
も
多
く
の
人
た
ち
が
引
き
継
い
で
き
た
こ
と
で
、
守
ら
れ
て
き
た
種
。

こ
の
映
画
は
、
人
に
知
ら
れ
ず
黙
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
仕
事
が
、

再
発
見
さ
れ
受
け
継
が
れ
て
い
く
、
き
っ
か
け
づ
く
り
を
担
っ
て
い
ま
す
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

建
築
を
勉
強
し
て
い
た
ん
で
す
が
、

私
が
学
ん
だ
東
北
芸
術
工
科
大
学
は
民

俗
学
に
も
力
を
入
れ
て
い
て
、
農
村
を

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
て
き
ま
し
た
。

私
の
映
像
の
ル
ー
ツ
は
、
農
村
を
記
録

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
。

卒
業
後
は
関
東
に
行
っ
て
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
を
撮
る
会
社
に
い
ま
し

た
が
、
な
ぜ
か
そ
こ
の
取
材
先
に
東
北

が
多
か
っ
た
。
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）

に
、
た
ま
た
ま
庄
内
が
取
材
先
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
っ
て
山
形
大
学
の
江
頭
宏

昌
先
生
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
そ
の
後

出
版
さ
れ
た
『
ど
こ
か
の
畑
の
片
す
み

で
』（
山
形
大
学
出
版
会
２
０
０
７
）
に
は
、

自
分
の
地
元
の
野
菜
が
た
く
さ
ん
紹
介

さ
れ
て
い
て
、
知
ら
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
た
く
さ
ん
載
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
読
ん
だ
と
き
に
、
在
来
作
物
と
い
う

視
点
で
地
元
の
野
菜
を
見
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
た
ん
で
す
。

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
に
は
、
東
京

で
も
食
に
関
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
が
数
多
く
上
映
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ら
は
海
外
か
ら
安
い
作
物
が
入
っ
て

く
る
と
か
、
農
薬
問
題
と
か
、
遺
伝
子

組
み
換
え
作
物
の
問
題
と
か
、
食
や
農

業
が
抱
え
て
い
る
暗
い
面
を
取
り
上
げ

る
映
画
ば
か
り
で
、
本
当
に
こ
ん
な
こ

と
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
と
感
じ
た
の

で
す
。「
じ
ゃ
あ
、
自
分
た
ち
は
食
や

写真提供：©映画「よみがえりのレシピ」製作委員会



つ
く
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
映
画

焼
畑
の
シ
ー
ン
は
、
あ
っ
と
い
う
間

に
終
わ
っ
た
、
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま

し
た
。
初
め
て
火
が
燃
え
る
現
場
に
立

っ
て
気
持
ち
が
高
ぶ
り
ま
し
た
。
す
ご

く
興
奮
し
て
い
ま
し
た
が
、
炎
が
燃
え

て
い
る
デ
ィ
テ
ー
ル
な
ど
全
部
記
録
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
で
必
死
で
す
か
ら
、

撮
影
し
て
い
る
と
き
は
何
か
を
考
え
る

余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

低
予
算
で
つ
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
カ
メ
ラ
は
ほ
と
ん
ど
１
台
で
す
。

東
京
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
の
カ
メ
ラ
マ
ン
に

お
願
い
し
て
、
地
元
の
若
い
ス
タ
ッ
フ

と
私
と
３
人
と
い
う
少
数
の
ク
ル
ー
で

撮
影
を
進
め
ま
し
た
。
野
菜
の
芽
吹
き

を
撮
影
し
た
い
と
思
い
、
何
度
も
畑
に

通
い
な
が
ら
撮
影
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
狙

う
こ
と
で
、
普
段
目
に
す
る
こ
と
の
な

い
瑞
々
し
い
野
菜
の
姿
を
記
録
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
焼
き
畑
の
音
や
、

野
菜
を
切
る
音
や
、
野
菜
を
食
べ
る
時

の
歯
ご
た
え
な
ど
、
現
実
の
音
を
し
っ

か
り
と
ク
リ
ア
に
録
り
た
か
っ
た
の
で
、

と
に
か
く
撮
影
に
は
時
間
を
か
け
ま
し

た
。
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
に
企
画
を

立
ち
上
げ
て
、
完
成
し
た
の
が
２
０
１

１
年
の
11
月
で
す
か
ら
、
丸
２
年
間
か

か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
俳
優
さ
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
カ
メ
ラ
を
向
け
ら
れ
る
と
緊

張
す
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
お
会

い
し
て
い
ろ
い
ろ
話
を
う
か
が
っ
て
、

半
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
か
ら
収
録
用
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も

自
分
が
何
を
聞
き
た
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
自
分
自
身
で
理
解
す
る
の
に
時

間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、

気
が
つ
い
た
ら
そ
れ
ぐ
ら
い
時
間
が
経

っ
て
い
た
ん
で
す
。

企
画
書
を
書
い
た
と
き
に
は
、
映
画

を
き
っ
か
け
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
人
と

出
会
い
た
い
、
そ
し
て
食
や
農
業
に
つ

い
て
語
り
合
っ
て
情
報
交
換
が
し
た
い
、

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
望
み
を
、

ま
さ
に
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
実

感
し
て
い
ま
す
。

自
分
と
し
て
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

が
や
り
た
く
て
制
作
会
社
に
入
っ
た
の

で
す
が
、
制
作
し
て
納
品
し
て
終
わ
り

と
い
う
仕
事
が
中
心
で
し
た
。
し
か
し
、

つ
く
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
よ
う
な
、

つ
く
っ
た
こ
と
で
新
し
い
関
係
性
が
生

ま
れ
る
よ
う
な
制
作
ス
タ
イ
ル
の
映
画

を
目
指
し
た
い
と
思
い
、
今
回
の
企
画

を
立
ち
上
げ
た
。
で
す
か
ら
、
上
映
活

動
を
通
し
て
の
反
響
が
大
き
い
の
は
、

と
て
も
う
れ
し
い
で
す
ね
。

山
形
に
残
っ
た
理
由

昔
は
日
本
全
国
で
在
来
作
物
が
栽
培

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
徐
々
に
流

通
に
都
合
が
い
い
よ
う
に
改
良
さ
れ
た

品
種
や
消
費
者
に
好
ま
れ
る
品
種
に
席

巻
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ど
こ
の
地
域

で
も
失
わ
れ
て
い
っ
た
在
来
作
物
が
、

な
ぜ
山
形
で
は
多
く
残
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
不
思
議

に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
撮
影
を
通
し
て

実
感
し
た
の
は
、
食
料
が
不
足
し
た
時

代
が
長
か
っ
た
雪
国
の
山
形
だ
か
ら
こ

そ
、
冬
場
の
保
存
食
と
し
て
カ
ブ
や
大

根
や
豆
な
ど
の
在
来
作
物
が
多
く
残
っ

て
き
た
ん
だ
と
い
う
事
実
で
す
。

在
来
作
物
の
生
産
者
の
何
人
か
は
、

な
ぜ
種
を
守
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
確
信
が
持
て
な
い
よ
う
な
状
況
が

長
く
続
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
並
ん
で

い
る
野
菜
ば
か
り
が
栽
培
さ
れ
、
忘
れ

去
ら
れ
て
い
く
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
た

ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
状
況
の
中
で
江
頭
先
生
と
ア
ル
・
ケ

ッ
チ
ア
ー
ノ
奥
田
シ
ェ
フ
が
畑
を
訪
れ
、

在
来
作
物
の
秘
め
ら
れ
た
魅
力
や
意
義

を
語
り
、
魅
力
的
で
独
創
的
な
イ
タ
リ

ア
料
理
を
披
露
し
、
孤
立
し
て
い
た
生

産
者
を
勇
気
づ
け
た
こ
と
は
、
と
て
も

画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
や

は
り
手
間
隙
か
け
て
栽
培
し
た
野
菜
を

「
お
い
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
人
の

存
在
が
必
要
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

実
は
学
生
時
代
に
農
村
で
撮
影
し
て

い
た
と
き
に
、
撮
影
中
に
離
村
し
た
り

住
ん
で
い
た
人
が
亡
く
な
る
と
、
持
ち

主
を
失
っ
た
家
が
壊
さ
れ
た
り
し
て
風

景
が
一
変
す
る
と
い
う
経
験
を
し
ま
し

た
。
で
す
か
ら
「
今
、
撮
影
し
な
い
と

19 映画「よみがえりのレシピ」から

消
え
て
し
ま
う
、
二
度
と
出
合
え
な
く

な
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
思
い
に
駆

ら
れ
ま
し
た
。
実
際
に
藤
沢
蕪
の
渡
会

わ
た
ら
い

さ
ん
が
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
９
月
に

亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
も
し
も
収
録
が

半
年
遅
れ
て
い
た
ら
、
撮
影
で
き
な
か

っ
た
ん
で
す
。
渡
会
さ
ん
は
映
画
の
中

で
「
な
ん
で
種
を
守
っ
て
い
る
ん
で
す

か
」
と
う
か
が
っ
た
と
き
に
「
な
く
し

た
く
な
い
と
思
っ
た
か
ら
か
な
」
と
言

い
な
が
ら
も
「
生
き
甲
斐
だ
」
と
力
強

く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。「
生
き

甲
斐
」
と
い
う
気
持
ち
が
、
種
を
守
っ

て
き
た
人
々
の
共
通
の
感
覚
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。
理
屈
じ
ゃ
な
い
。

世
の
中
が
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
、
感

性
が
失
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

感
性
の
部
分
を
大
事
に
し
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
産
者

の
生
の
声
を
聞
い
て
、
そ
こ
を
感
じ
と

っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

お
い
し
い
味
と
か
匂
い
と
い
う
の
は
、

映
像
で
は
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
も
感

じ
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
映
画
を
見
た
人
か
ら
の
感
想

で
す
が
、
野
菜
を
切
っ
た
と
き
や
噛
ん

だ
と
き
の
音
が
印
象
的
だ
っ
た
、
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
音
か
ら
お
い
し
さ
を
感

じ
取
っ
て
、
食
べ
た
く
な
っ
て
く
れ
た

ら
い
い
で
す
ね
。

外
内
島

と
の
じ
ま

キ
ュ
ウ
リ
は
苦
み
が
あ
る
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
小
学
生
が
ガ
ブ
ッ
と

か
じ
り
つ
い
た
あ
と
に
「
苦
い
！
　
で

も
甘
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
先

生
は
心
配
し
て
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
用
意
し

て
い
た
ん
で
す
が
、
誰
も
マ
ヨ
ネ
ー
ズ

が
欲
し
い
と
言
わ
な
か
っ
た
。
こ
こ
の

子
ど
も
た
ち
は
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を

食
べ
て
、
味
覚
が
鍛
え
ら
れ
て
い
る
ん

だ
な
、
と
思
い
ま
す
。
種
を
守
る
た
め

に
は
「
お
い
し
い
」
と
言
っ
て
食
べ
続

け
て
く
れ
る
人
が
必
要
。
そ
の
た
め
に

は
子
ど
も
た
ち
の
味
覚
を
養
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
次
回
作
は
そ
う
い
う
こ
と

を
描
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

縄
文
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
種
が
発

芽
し
た
と
い
う
逸
話
も
あ
る
ぐ
ら
い
で
、

種
と
い
う
の
は
人
間
の
尺
度
を
超
え
た

生
命
力
を
秘
め
て
い
る
不
思
議
な
存
在

で
す
。
た
だ
通
常
は
５
〜
６
年
で
死
滅

し
て
し
ま
い
ま
す
。
在
来
作
物
を
継
承

す
る
に
は
、
生
産
者
と
消
費
者
が
う
ま

く
連
携
し
な
が
ら
守
り
継
ぐ
必
要
が
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
域
な
ら
で

は
の
食
材
を
お
い
し
い
と
思
え
る
味
覚
、

感
性
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
魅

力
的
な
食
文
化
を
支
え
る
在
来
作
物
を

残
す
た
め
に
私
た
ち
に
で
き
る
の
は
、

食
べ
て
生
産
者
を
応
援
す
る
こ
と
な
ん

だ
ろ
う
な
、
と
思
い
ま
す
。

全
国
各
地
で
上
映
会
を
す
る
と
、

「
う
ち
の
集
落
に
も
こ
ん
な
も
の
が
あ

る
よ
」
と
い
う
風
に
、
未
見
の
在
来
作

物
の
情
報
が
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
寄
せ
ら

れ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
掘
り
起
こ

し
の
役
目
も
、
こ
の
映
画
が
果
た
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
と
て
も
う
れ
し
い
こ

と
で
す
ね
。

取
材：

２
０
１
２
年
７
月
18
日



０
o
は
い
っ
た
。
そ
の
感
覚
で
〈
は
え

ぬ
き
〉
を
つ
く
っ
た
の
が
間
違
い
で
し

た
。
い
く
ら
肥
料
を
や
っ
て
も
倒
伏
し

な
い
性
質
も
災
い
し
ま
し
た
。
そ
ん
な

つ
く
り
方
を
し
て
い
た
ら
、
食
味
は
完

全
に
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

１
反
（
10
a
）
当
た
り
の
収
量

銘
柄
米
で
な
い
普
通
の
米
で
豊
作
な
ら
ば
、
１
反

（
10
a
）
当
た
り
の
収
量
は
10
俵
と
い
わ
れ
て
い
る
。

１ 

俵
は
60
O
な
の
で
６
０
０
O
に
な
る
。
地
域
や
栽

培
法
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
が
、
銘
柄
米
で
６
０
０

O
の
収
量
を
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
驚
異
的
な
こ
と
。

昭
和
50
年
代
ま
で
は
、
増
産
を
目
指

し
た
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
今
で
も

覚
え
て
い
る
ん
で
す
が
、
１
９
８
５
年

（
昭
和
60
）「
８
０
０
o
増
産
運
動
」
が
行

な
わ
れ
て
、
庄
内
米
を
相
当
量
扱
っ
て

い
た
問
屋
の
社
長
さ
ん
が
、
東
京
か
ら

記
念
講
演
に
み
え
た
。
そ
の
と
き
に

「
な
ん
で
今
さ
ら
８
０
０
o
な
の
。
そ

う
い
う
時
代
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ

ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
ら
、
今
に
庄

内
は
だ
め
に
な
る
よ
」
と
言
っ
て
い
た

ん
で
す
。

そ
の
後
、
社
長
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る

と
お
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
挽

回
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
つ
や
姫
〉
は
、

〈
は
え
ぬ
き
〉
の
二
の
舞
い
に
せ
ず
、

大
切
に
育
て
て
い
き
た
い
の
で
す
。

米
価
が
下
が
っ
て
米
づ
く
り
も
大
変

な
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
私

は
あ
る
経
験
を
思
い
出
し
ま
す
。
ま
だ

30
代
前
半
の
こ
ろ
で
し
た
が
、
東
京
の

生
活
協
同
組
合
の
人
と
知
り
合
い
に
な

っ
て
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
を
紹
介
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
最
初
の
話
し
合
い
の
と

き
に
、「
こ
れ
を
つ
く
る
の
に
、
原
価

は
い
く
ら
か
か
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？

再
生
産
可
能
な
値
段
で
取
引
し
ま
し
ょ

う
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で

私
は
市
場
原
理
に
従
っ
て
き
ま
し
た
か

ら
、
そ
う
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
ん
で

す
。
も
の
す
ご
く
新
鮮
に
感
じ
ま
し
た
。

し
か
し
一
方
で
は
、
厳
し
い
ト
レ
ー
サ

つ
や
姫
を
庄
内
ブ
ラ
ン
ド
に

因
幡
堰
土
地
改
良
区
理
事
長

冨
樫
達
喜

た
つ
き

さ
ん

都
会
か
ら
き
た
み
な
さ
ん
が
、「
こ

の
水
で
つ
く
る
米
だ
っ
た
ら
お
い
し
い

よ
ね
」
っ
て
言
っ
て
く
だ
さ
る
ん
で
す

が
、
や
は
り
庄
内
は
水
イ
コ
ー
ル
米
な

ん
で
す
。

私
は
、
土
地
改
良
区
の
仕
事
を
や
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
本
業
は

米
づ
く
り
農
家
で
す
。
１
９
４
７
年

（
昭
和
22
）
生
ま
れ
で
、
四
十
数
年
間
米

づ
く
り
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
注

目
の
〈
つ
や
姫
〉
を
実
際
に
栽
培
し
て

み
た
感
想
も
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。因

幡
堰
土
地
改
良
区
の
事
務
所
が
あ

る
藤
島
地
域
と
い
う
の
は
、
特
別
栽
培

と
か
有
機
栽
培
に
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
取

り
組
ん
で
き
た
所
で
す
。
遺
伝
子
組
み

換
え
作
物
も
、
こ
の
地
域
に
は
一
切
入

れ
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ

て
き
た
地
域
な
ん
で
す
。

〈
つ
や
姫
〉
栽
培
に
あ
た
っ
て
は
、
非

常
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
設
定
さ
れ
て
い

て
、
認
定
を
受
け
た
人
し
か
つ
く
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
も
っ
と
限
定
さ
れ

た
地
域
で
自
主
規
制
を
か
け
て
い
る
所

は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
広
域
で
や

っ
て
い
る
所
は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。

決
め
ら
れ
た
栽
培
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り

に
つ
く
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い

う
場
合
で
も
、
み
な
さ
ん
、
そ
う
い
う

こ
と
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
、
い
と
も
簡

単
に
実
践
し
て
い
ま
す
。

〈
つ
や
姫
〉
は
特
別
栽
培
か
有
機
栽
培

に
限
っ
て
、
生
産
者
を
認
定
し
て
い
る

ん
で
す
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
て

肥
料
を
や
り
過
ぎ
る
と
タ
ン
パ
ク
質
の

含
有
量
が
多
く
な
り
過
ぎ
て
、
食
味
が

悪
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。〈
は

え
ぬ
き
〉
を
つ
く
り
慣
れ
て
い
る
人
だ

と
、
ど
う
し
て
も
肥
料
過
多
に
な
り
が

ち
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、
特
別
栽
培
と

か
有
機
栽
培
に
し
て
品
質
を
維
持
す
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

私
が
米
づ
く
り
を
始
め
た
こ
ろ
は
、

一
世
を
風
靡
し
た
サ
サ
ニ
シ
キ
が
世
に

出
た
こ
ろ
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
団
塊
世
代
は
サ
サ
ニ
シ
キ
世
代
。

い
ま
だ
に
サ
サ
ニ
シ
キ
に
取
り
憑
か
れ

て
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
〈
は
え
ぬ
き
〉
と
い
う
良

い
品
種
を
出
し
て
も
ら
っ
た
の
に
、
だ

め
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
サ
サ
ニ
シ
キ

に
取
り
憑
か
れ
た
生
産
者
の
責
任
だ
、

と
私
は
今
で
も
思
っ
て
い
ま
す
。

サ
サ
ニ
シ
キ
に
は
、
私
も
相
当
苦
労

し
ま
し
た
。
サ
サ
ニ
シ
キ
は
技
術
が
な

い
と
つ
く
れ
な
い
米
だ
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
サ
サ
ニ
シ
キ
は
収
量
が
良
か

っ
た
。
６
０
０
o
（
注
参
照
）
採
れ
て
も
、

「
今
年
は
だ
め
だ
っ
た
な
あ
」
と
思
う

よ
う
な
品
種
で
し
た
。
最
低
で
も
６
３
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庄
内
の
米
づ
く
り

つ
や
姫
誕
生
ま
で
の
道
の
り

私
た
ち
消
費
者
は
、

毎
日
当
た
り
前
の
よ
う
に
米
を
食
べ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
生
産
の
現
場
で
は
、

し
の
ぎ
を
削
る
努
力
を
持
っ
て
米
が
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

冨
樫
達
喜
さ
ん
た
ち
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

庄
内
で
は
、
米
が
早
く
か
ら

換
金
作
物
と
し
て
流
通
し
た
歴
史
が
あ
り
、

生
産
者
に
工
夫
と
気
概
を
醸
成
し
て
き
ま
し
た
。

つ
や
姫
誕
生
は
、

量
よ
り
質
に
変
わ
っ
た
時
代
の
要
請
に
応
え
た
、

庄
内
農
民
の
プ
ラ
イ
ド
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。



ビ
リ
テ
ィ
（
流
通
経
路
の
追
跡
可
能
性
）
が

要
求
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
に
も
農
業
の

こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
や

り
方
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い

ん
だ
な
、
と
私
は
こ
の
経
験
か
ら
学
ば

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
因
幡

堰
土
地
改
良
区
で
は
、
今
度
〈
田
ん
ぼ

ダ
ム
〉
を
や
っ
て
み
よ
う
、
と
い
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
、
新
潟
県
で
は

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。

最
近
は
、
庄
内
で
も
ゲ
リ
ラ
豪
雨
が

あ
っ
て
、
河
川
管
理
者
だ
け
に
治
水
を

任
せ
て
い
て
も
解
決
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
田
ん
ぼ
に
は
、
ダ
ム
効
果
が
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
、
農
業
者
以
外
の
人

に
も
わ
か
っ
て
も
ら
う
活
動
を
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
「
こ
の
人
を
お
い
て
、
米
を
語

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
心
か
ら
思

う
の
が
、
鈴
木
紀
生
さ
ん
で
す
。
続
い

て
鈴
木
さ
ん
に
、
販
路
拡
大
に
つ
い
て

の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

求
め
ら
れ
る
米
を
つ
く
る

有
限
会
社
鈴
木
農
産
企
画

鈴
木
紀
生

の
り
お

さ
ん

う
ち
は
代
々
農
業
を
や
っ
て
き
た
の

で
、
１
９
６
０
年
（
昭
和
35
）
農
業
高
校

を
卒
業
以
来
、
米
づ
く
り
を
続
け
て
き

ま
し
た
。
１
９
７
８
年
度
（
昭
和
53
）
か

ら
１
９
９
９
年
度
（
平
成
11
）
ま
で
、
農

協
の
役
員
を
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の

間
の
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
か
ら
庄
内

空
港
の
売
店
で
販
売
を
始
め
ま
し
た
。

そ
れ
を
土
産
に
も
ら
っ
た
横
浜
に
あ

る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
さ
ん
か
ら
、
売
っ
て
ほ
し
い
と
頼

ま
れ
た
の
で
す
。
い
っ
た
ん
は
断
り
ま

し
た
が
、
断
っ
て
も
断
っ
て
も
頼
ま
れ

て
、
３
回
目
に
は
と
う
と
う
売
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
こ
う
す
る
内
に

米
価
が
下
が
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
ま

ま
農
協
に
出
荷
し
続
け
て
い
っ
て
も
先

行
き
に
不
安
を
抱
く
よ
う
に
感
じ
て
き

ま
し
た
の
で
、
思
い
切
っ
て
１
９
９
９

年
度
（
平
成
11
）
か
ら
は
全
量
を
自
主
販

売
に
切
り
替
え
、
農
協
役
員
も
辞
任
し

ま
し
た
。

そ
れ
に
先
駆
け
て
、
前
年
の
10
月
に

有
限
会
社
鈴
木
農
産
企
画
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
な
ぜ
社
名
に
名
前
を
入
れ
た

か
と
い
う
と
、
や
は
り
自
分
の
考
え
を

し
っ
か
り
持
っ
て
、
責
任
の
あ
る
米
づ

く
り
を
し
て
い
き
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

最
初
は
米
も
二
通
り
の
つ
く
り
方
を

し
て
い
ま
し
た
。
一
つ
は
こ
だ
わ
り
の

栽
培
法
、
も
う
一
方
は
従
来
通
り
、
農

協
に
卸
し
て
い
た
こ
ろ
の
つ
く
り
方
で

す
。
と
こ
ろ
が
普
通
に
つ
く
っ
て
い
た

ん
じ
ゃ
、
お
客
さ
ん
を
固
定
化
で
き
な

か
っ
た
。
逆
に
高
い
米
を
買
っ
て
く
れ

る
お
客
さ
ん
は
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）

か
ら
ず
っ
と
買
い
続
け
て
く
れ
る
ん
で

す
よ
。

そ
れ
で
１
９
９
９
年
度
（
平
成
11
）
か

ら
、
土
づ
く
り
に
力
を
入
れ
始
め
ま
し

た
。
米
ぬ
か
や
昆
布
、
鰹
節
、
胡
麻
、

油
か
す
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
発
酵
さ

せ
た
独
自
の
有
機
発
酵
肥
料
を
使
っ
て
、

土
壌
の
活
性
化
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

土
壌
改
良
だ
け
で
な
く
、
乾
燥
も
自

分
の
と
こ
ろ
で
や
っ
て
い
ま
す
。
乾
燥

は
２
回
に
分
け
て
行
な
い
、
１
回
目
は

乾
燥
機
の
温
度
を
37
℃
に
抑
え
て
15
・

５
％
ま
で
落
と
し
、
い
っ
た
ん
２
週
間

ほ
ど
休
ま
せ
ま
す
。
２
回
目
は
14
・

１
％
ま
で
落
と
し
ま
す
。
な
ぜ
14
・

１
％
か
と
い
う
と
、
風
味
を
出
す
た
め

に
〈
活い

き
青あ

お

〉
を
入
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。

〈
活
き
青
〉
と
い
う
の
は
翡
翠

ひ
す
い

色
の
透

き
通
っ
た
整
粒
米
で
す
。
米
屋
さ
ん
に

よ
っ
て
は
〈
活
き
青
〉
を
嫌
っ
て
完
熟

米
だ
け
に
し
ろ
、
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
私
が
〈
活
き
青
〉
を

入
れ
る
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
完
熟
米

だ
け
だ
と
、
人
間
の
加
齢
臭
と
同
じ
で

玄
米
臭
が
出
る
か
ら
で
す
。

臭
い
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
粒
の

大
き
さ
で
選
別
し
て
試
食
す
る
と
、
完

熟
し
た
2.2
a
以
上
だ
け
の
も
の
よ
り
も
、

1.9
a
以
上
の
網
目
で
選
別
し
た
も
の
で

５
％
か
ら
10
％
ぐ
ら
い
〈
活
き
青
〉
が

混
入
し
て
い
る
ほ
う
が
香
り
、
甘
み
、

旨
み
が
勝
り
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
考

え
で
い
ま
す
。

低
温
倉
庫
も
自
分
の
と
こ
ろ
で
持
っ

て
、
保
管
し
て
い
ま
す
。
温
度
管
理
は

13
℃
、
湿
度
は
自
動
除
湿
装
置
で
75
％

〜
76
％
に
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
自
分
の
考
え
を
販
売
先
に

説
明
し
て
、
納
得
し
て
購
入
し
て
も
ら

っ
て
い
ま
す
。
２
０
０
２
年
度
（
平
成
14
）

か
ら
は
東
京
の
デ
パ
ー
ト
で
も
売
る
よ

う
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
販
路
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

働
い
て
い
る
の
は
息
子
と
女
房
の
ほ

か
に
、
農
繁
期
に
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

庄内の米づくり21
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ン
タ
ー
か
ら
応
援
を
頼
み
ま
す
。
米
づ

く
り
だ
け
で
は
な
く
、
営
業
か
ら
経
営

ま
で
全
部
や
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
販
路

は
開
け
る
ん
で
す
。
私
は
自
分
で
や
っ

て
み
て
自
信
を
持
っ
た
し
、
確
信
し
て

い
ま
す
。

た
だ
し
、
取
引
先
だ
っ
て
継
続
性
を

確
実
に
し
た
い
か
ら
、
決
算
書
を
提
出

し
ろ
と
か
言
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う

こ
と
を
全
部
ク
リ
ア
で
き
な
い
と
、
信

頼
関
係
は
生
ま
れ
な
い
ん
で
す
。
今
ま

で
の
よ
う
に
、
つ
く
る
だ
け
の
農
家
で

は
経
営
は
難
し
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

販
売
戦
略
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

最
後
に
つ
や
姫
の
ブ
ラ
ン
ド
米
の
構

築
に
つ
い
て
で
す
が
、
粒
張
り
、
色
つ

や
、
香
り
、
甘
み
、
粘
り
、
旨
さ
、
白

い
輝
き
が
絶
品
で
高
価
格
の
評
価
を
得

て
品
格
の
あ
る
真
の
ブ
ラ
ン
ド
米
だ
と

思
い
ま
す
。

消
費
者
に
伝
え
た
い
こ
と

農
村
通
信
社
社
長

佐
藤
豊
さ
ん

『
農
村
通
信
』
と
い
う
の
は
、
戦
後
の

壊
れ
か
け
た
稲
作
技
術
を
な
ん
と
か
し

て
再
生
さ
せ
て
食
料
難
を
克
服
し
よ
う

と
、
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）
篤
農
家
な

ど
の
取
材
記
事
を
載
せ
て
発
刊
し
た
の

が
始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。
い
わ
ば
同
業

者
が
学
び
合
う
、
研
究
会
誌
な
ん
で
す
。

今
は
２
０
０
０
部
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た

が
、
か
つ
て
は
１
万
部
近
く
発
行
し
て

い
ま
し
た
。

ど
こ
か
ら
も
補
助
を
も
ら
わ
ず
に
、

農
民
自
ら
が
本
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

私
自
身
も
農
業
者
で
す
が
、
請
わ
れ
て

農
村
通
信
社
社
長
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い

ま
す
。

〈
は
え
ぬ
き
〉〈
ひ
と
め
ぼ
れ
〉〈
コ
シ

ヒ
カ
リ
〉〈
つ
や
姫
〉
と
四
つ
の
品
種

で
特
Ａ
を
獲
得
し
て
い
る
の
は
山
形
県

だ
け
で
す
。
緻
密
な
土
づ
く
り
と
、
稲

の
生
態
を
知
っ
た
肥
培
管
理
と
、
水
管

理
。
こ
の
三
つ
の
稲
作
技
術
の
積
み
重

ね
で
庄
内
米
が
で
き
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、

と
思
い
ま
す
。

一
般
的
に
、
江
戸
時
代
、
米
は
年
貢

と
し
て
納
め
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
庄
内
で
は
年
貢
以

外
に
も
、
大
地
主
の
本
間
家
が
商
売
の

た
め
に
米
を
使
っ
た
の
で
、
本
間
家
主

導
で
品
質
の
確
保
、
量
の
確
保
、
効
率

的
な
栽
培
の
確
立
が
進
み
ま
し
た
。
庄

内
が
ほ
か
の
農
業
地
帯
と
違
っ
て
い
る

の
は
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

農
民
運
動
の
伝
統
も
あ
り
ま
す
。
明

治
時
代
に
起
き
た
ワ
ッ
パ
騒
動
も
そ
の

一
つ
で
す
。

ワ
ッ
パ
騒
動

１
８
７
４
年
（
明
治
７
）
〜
１
８
７
７
年
（
明
治
10
）、

庄
内
地
方
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
村
を
巻
き
込
み
、

１
万
数
千
人
も
の
農
民
が
参
加
し
て
展
開
さ
れ
た
民

衆
運
動
。
当
時
の
酒
田
県
（
現
・
山
形
県
）
は
農
民

に
税
金
を
米
で
納
め
さ
せ
、
売
却
し
て
か
ら
政
府
に

貨
幣
で
上
納
す
る
仕
組
み
を
取
っ
て
い
た
。
当
時
、

米
の
値
段
が
高
騰
し
て
い
た
た
め
、
相
当
な
利
ざ
や

を
稼
い
で
利
潤
を
得
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ワ
ッ
パ
騒
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動
は
、
そ
の
利
ざ
や
を
取
り
戻
す
こ
と
で
、
大
規
模

な
税
制
改
正
を
行
な
わ
せ
、
百
姓
一
揆
か
ら
自
由
民

権
運
動
へ
と
発
展
し
た
。

こ
う
い
う
伝
統
が
あ
る
の
で
、
生
産

者
と
し
て
の
心
意
気
が
根
づ
い
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
は
現
在
、
21
ha
の
水
田
を
面
倒
見

て
い
ま
す
。
ず
っ
と
お
米
と
つ
き
合
っ

て
き
て
、
消
費
者
に
伝
え
た
い
こ
と
が

二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
な
ぜ
お
米
が
一
年
間
お
い
し

く
保
た
れ
る
の
か
を
知
っ
て
ほ
し
い
。

昔
は
収
穫
前
に
な
る
と
古
米
が
ま
ず
く

な
り
ま
し
た
。
新
米
が
出
る
と
、
お
祝

い
す
る
ほ
ど
お
い
し
く
思
え
た
も
の
で

す
。米

が
一
年
中
お
い
し
く
な
っ
た
の
は
、

冷
蔵
施
設
の
お
蔭
で
す
。
そ
う
い
う
コ

ス
ト
を
か
け
て
、
今
の
お
い
し
さ
が
維

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
ほ
し

い
。
そ
し
て
、
冷
蔵
庫
の
な
い
時
代
に
、

山
居
倉
庫
の
工
夫
は
優
れ
た
保
存
を
実

現
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
先
人
の
創
意

工
夫
が
庄
内
米
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
つ
く

っ
て
き
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
は
、
流
通
の
競
争
が
米
の

生
産
現
場
に
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
粒
。
選
別
す

る
網
目
の
幅
が
1.8
a
だ
っ
た
も
の
が
1.9

a
に
、
北
海
道
な
ど
は
2.0
a
で
す
。
こ

れ
は
消
費
者
が
望
ん
で
い
る
と
い
う
よ

り
も
、
流
通
上
の
競
争
な
ん
で
す
。
１

俵
は
60
o
な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
３

０
０
n
足
す
と
か
、
そ
う
い
う
競
争
が

起
き
た
こ
と
も
あ
る
。
庄
内
米
は
力
が

あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
競
争
に
は
巻

き
込
ま
れ
ず
に
済
ん
で
き
ま
し
た
。

カ
メ
ム
シ
の
食
害
の
問
題
も
そ
う
で

す
。
カ
メ
ム
シ
が
食
っ
た
跡
は
、
単
に

黒
く
な
る
だ
け
な
の
に
、
色
彩
選
別
機

で
黒
い
米
を
弾
き
ま
す
。
小
さ
な
粒
を

弾
き
、
黒
い
米
を
弾
い
て
い
た
ら
、
お

米
の
収
量
は
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

中
に
は
そ
う
い
う
こ
と
を
気
に
し
な

い
意
識
の
高
い
消
費
者
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
人
は
少
数
派
。

残
念
な
が
ら
広
が
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
、
や
は
り
農
家
に
は
「
お
い
し

く
て
良
い
米
を
届
け
た
い
」
と
い
う
気

持
ち
が
あ
る
の
で
、
余
計
な
手
間
だ
と

言
っ
て
も
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
ん
で
す
。

我
々
は
一
貫
し
て
収
量
の
追
求
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
き
て
食
料
事

情
が
変
わ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
つ
く

る
側
も
食
味
な
ど
を
重
視
し
た
生
産
に

シ
フ
ト
し
て
い
ま
す
。
特
別
栽
培
米
や

有
機
栽
培
米
が
増
え
る
と
、
収
量
は
相

当
落
ち
込
み
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
昔
か
ら
「
米
は
土

で
つ
く
り
な
さ
い
。
麦
は
肥
料
で
つ
く

り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

土
づ
く
り
は
、
や
は
り
米
づ
く
り
の
根

幹
な
ん
で
す
。

現
在
、
庄
内
の
米
づ
く
り
は
、
苦
労

し
な
が
ら
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て

い
ま
す
。
庄
内
は
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
力
を
持
っ
て
い
る
し
、
応
え
た
い
と

い
う
気
概
も
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

生
産
者
の
想
い
を
、
消
費
者
の
み
な
さ

ん
が
ご
理
解
く
だ
さ
る
と
う
れ
し
い
で

す
ね
。

佐藤 豊さん



つ
や
姫
誕
生
秘
話

山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

水
田
農
業
試
験
場
水
稲
部
長

中
場

ち
�
う
ば

勝
さ
ん

品
種
改
良
に
際
し
て

稲
の
品
種
改
良
の
た
め
の
交
配
は
、

７
月
下
旬
か
ら
８
月
中
旬
、
稲
の
開
花

時
に
行
な
い
ま
す
。

育
て
る
だ
け
に
は
手
間
は
か
か
ら
な

い
の
で
す
が
、
父
親
と
母
親
の
花
の
咲

く
時
期
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
北
海
道
の
品
種
を
山
形
に
持
っ
て

く
る
と
、
７
月
の
10
日
過
ぎ
に
は
穂
が

出
て
し
ま
い
ま
す
。
九
州
の
品
種
を
持

っ
て
く
る
と
９
月
ま
で
穂
が
出
な
い
ん

で
す
。
そ
れ
で
種
を
播
く
時
期
を
ず
ら

し
た
り
、
寒
い
所
や
暗
い
所
に
置
い
た

り
し
て
、
開
花
時
期
を
合
わ
せ
ま
す
。

開
花
し
て
そ
の
ま
ま
置
い
て
お
く
と
、

自
家
受
粉
し
て
し
ま
う
の
で
、
母
親
に

な
る
品
種
の
花
を
43
℃
の
温
湯
に
５
分

間
浸
け
て
雄
し
べ
を
取
り
除
き
ま
す
。

お
湯
に
浸
け
る
こ
と
で
、
雌
し
べ
は
元

気
な
ま
ま
で
す
が
雄
し
べ
が
取
り
除
か

れ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
父
親
に
な
る

品
種
の
花
粉
を
掛
け
合
わ
せ
ま
す
。

つ
や
姫
開
発
の
経
緯

山
形
県
の
主
力
品
種
は
〈
は
え
ぬ
き
〉

で
す
。
サ
サ
ニ
シ
キ
の
後
継
品
種
を
目

指
し
、
山
形
農
業
試
験
場
庄
内
支
場
で

〈
秋
田
31
号
（
あ
き
た
こ
ま
ち
）
〉
と
〈
庄

内
29
号
〉
を
交
配
し
、
１
９
９
０
年

（
平
成
２
）
「
山
形
45
号
」
と
し
て
誕
生
し

ま
し
た
。
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
に
品

種
登
録
し
て
い
ま
す
。

冷
害
と
倒
伏
に
強
く
、
食
味
評
価
で

は
18
年
連
続
で
最
高
ラ
ン
ク
の
特
Ａ
評

価
を
い
た
だ
く
ほ
ど
の
良
食
味
を
持
ち

ま
す
の
で
、
ブ
ラ
ン
ド
米
の
魚
沼
産
コ

シ
ヒ
カ
リ
に
引
け
を
取
ら
な
い
品
種
で

す
が
、
山
形
県
外
で
の
作
付
け
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
家
庭
用
と
し
て
の
認
知
は

今
ひ
と
つ
で
す
。
冷
め
て
も
味
が
落
ち

に
く
い
こ
と
か
ら
業
務
用
に
な
っ
て
い

る
の
が
実
情
で
、
価
格
が
低
迷
し
て
い

ま
す
。
現
在
４
万
ha
の
作
付
け
が
あ
り

ま
す
が
、
米
の
主
産
地
、
米
ど
こ
ろ
山

形
と
し
て
は
、
何
と
か
復
権
を
目
指
し

た
い
、
と
考
え
、
新
品
種
の
品
種
改
良

に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
誕

生
し
た
の
が
〈
つ
や
姫
〉
で
す
。

主
力
品
種
と
し
て
期
待
さ
れ
る
〈
つ

や
姫
〉
は
１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
８
月

17
日
に
交
配
し
ま
し
た
。
母
親
は
〈
山

形
70
号
〉、
父
親
は
宮
城
県
の
〈
東
北

１
６
４
号
〉
で
す
。
父
と
母
が
逆
で
も

変
わ
り
な
い
ん
で
す
が
、
母
は
開
花
時

期
を
合
わ
せ
る
た
め
に
暖
か
い
所
に
置

い
た
り
暗
い
所
に
置
い
た
り
す
る
の
で
、

移
動
で
き
る
よ
う
に
ポ
ッ
ト
に
植
え
ま

す
。

少
し
晩
生

お
く
て

に
し
て
、〈
は
え
ぬ
き
〉

と
競
合
し
な
い
よ
う
な
品
種
を
目
指
し

ま
し
た
。

６
本
の
穂
か
ら
27
粒
の
交
配
種
子
を

採
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
飯
茶
碗

１
膳
で
何
千
粒
も
あ
る
ん
で
す
が
、
最

初
に
採
れ
る
の
は
わ
ず
か
な
種
。
そ
れ

を
、
10
年
か
け
て
品
種
改
良
を
進
め
な

が
ら
増
や
し
て
い
き
ま
す
。〈
つ
や
姫
〉

の
交
配
が
始
ま
っ
た
１
９
９
８
年
（
平

成
10
）
は
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年

で
す
。
つ
い
こ
の
間
の
こ
と
の
よ
う
な

気
も
し
ま
す
し
、
す
ご
く
前
の
こ
と
の

よ
う
な
気
も
し
ま
す
ね
。

最
初
の
こ
ろ
の
子
ど
も
に
は
、
父
親

の
形
質
や
母
親
の
形
質
が
バ
ラ
バ
ラ
に

表
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
優
秀
な
個

体
を
残
し
て
種
を
採
る
た
め
に
は
、
と

に
か
く
育
て
て
い
く
し
か
な
い
ん
で
す
。

Ｆ
１
と
Ｆ
３
世
代
は
冬
に
温
室
で
、
Ｆ
２

世
代
は
夏
に
圃
場
で
育
て
ま
す
。

優
れ
た
形
質
の
種
を
採
り
た
い
わ
け

で
す
が
、
逆
に
親
の
だ
め
な
と
こ
ろ
だ

け
受
け
継
ぐ
子
ど
も
も
い
ま
す
。
た
だ
、

た
く
さ
ん
採
れ
る
と
か
、
背
が
高
い
と

い
っ
た
形
質
は
目
に
見
え
る
ん
で
す
が
、

お
い
し
い
か
ど
う
か
は
見
た
だ
け
で
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、

早
い
段
階
で
は
選
抜
で
き
な
い
形
質
で

す
。そ

れ
で
３
年
目
に
個
体
数
が
増
え
た

と
こ
ろ
で
個
体
選
抜
を
行
な
い
ま
す
。

４
年
目
に
60
株
ぐ
ら
い
植
え
ま
す
の
で

少
し
数
が
多
く
な
り
、
出
穂
期
や
タ
ン

パ
ク
質
の
量
を
測
っ
て
食
味
を
検
討
し

た
り
、
耐
冷
性
や
葉
い
も
ち
病
の
抵
抗

性
と
い
っ
た
形
質
を
調
べ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

５
年
目
に
は
収
量
調
査
の
た
め
に
２

０
０
株
育
て
ま
す
か
ら
、
こ
の
時
点
で

食
味
試
験
を
し
て
、
初
め
て
お
い
し
い

か
ど
う
か
は
っ
き
り
と
わ
か
る
ん
で
す

ね
。食

味
試
験
の
と
き
は
、
同
じ
ロ
ッ
ト

23 庄内の米づくり
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番
号
の
３
合
炊
き
の
炊
飯
器
を
10
個
並

べ
て
、
２
５
０
〜
３
０
０
n
炊
い
て
20

人
ぐ
ら
い
で
食
べ
ま
す
。
基
準
と
な
る

米
と
食
べ
比
べ
て
ど
う
な
の
か
、
と
い

う
評
価
を
下
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

米
は
水
分
も
測
っ
た
上
で
、
正
確
に
重

量
を
測
り
、
加
水
量
を
厳
密
に
し
て
炊

き
ま
す
。

外
観
、
炊
飯
光
沢
、
白
さ
、
香
り
、

味
、
粘
り
、
硬
さ
と
い
う
７
項
目
を
判

断
し
て
、
総
合
評
価
し
ま
す
。
私
は
毎

年
、
11
月
中
旬
か
ら
２
月
上
旬
に
か
け

て
、
４
０
０
〜
５
０
０
ぐ
ら
い
の
品
種

を
食
べ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

交
配
設
計
会
議

毎
年
、
新
た
に
60
組
み
合
わ
せ
の
交

配
を
し
ま
す
が
、
ど
の
組
み
合
わ
せ
を

選
ぶ
か
は
、
育
種
担
当
の
研
究
者
全
員

が
参
加
す
る
交
配
設
計
会
議
で
決
め
て

い
ま
す
。
各
地
の
農
業
試
験
場
と
種
の

交
換
を
行
な
い
ま
す
し
、
大
変
な
数
の

中
か
ら
選
ぶ
わ
け
で
す
か
ら
、「
こ
う

い
う
品
種
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
一
定

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
選
び
ま
す
。

た
だ
、
10
年
前
に
描
い
た
設
計
図
が
、

10
年
後
に
も
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
例

え
ば
温
暖
化
が
進
ん
で
、
晩
生
で
つ
く

っ
た
つ
も
り
が
早
生

わ
せ

に
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
す
。

そ
こ
に
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
あ
ま
り
絞
り
込
ん
で
し
ま

わ
ず
に
、
幅
を
持
っ
て
い
な
い
と
総
崩

れ
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
ち
ょ
っ

と
ギ
ャ
ン
ブ
ル
み
た
い
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
今
ま
で
の
蓄
積

は
、
貴
重
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
あ
り

ま
す
。
１
９
６
０
年
代
は
、
た
く
さ
ん

食
べ
た
い
と
い
う
時
代
で
し
た
か
ら
、

味
よ
り
も
量
で
し
た
。
そ
の
内
に
豊
か

に
な
っ
て
「
ど
う
せ
食
べ
る
ん
な
ら
お

い
し
い
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
時
代
に

な
っ
て
、
昭
和
の
終
わ
り
か
ら
平
成
に

か
け
て
コ
シ
ヒ
カ
リ
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
し

た
。
今
は
食
べ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

身
体
に
良
い
も
の
、
と
い
う
価
値
も
生

ま
れ
て
い
ま
す
。

今
の
炊
飯
器
は
、
コ
シ
ヒ
カ
リ
が
上

手
に
炊
け
る
と
い
う
の
が
標
準
に
な
っ

て
い
ま
す
。
機
種
に
よ
っ
て
は
米
の
品

種
に
合
わ
せ
て
調
整
で
き
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
〈
つ
や
姫
〉
が

お
い
し
く
炊
け
る
炊
飯
器
、
と
い
う
の

が
開
発
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

３
回
の
試
練
に
打
ち
勝
っ
た

〈
つ
や
姫
〉

〈
つ
や
姫
〉
は
フ
ェ
ー
ン
現
象
、
冷
害
、

台
風
と
い
う
３
回
の
危
機
を
乗
り
越
え

て
、
品
種
登
録
に
至
り
ま
し
た
。

第
一
の
試
練
は
２
０
０
０
年
（
平
成
12
）

８
月
で
す
。
フ
ェ
ー
ン
現
象
で
脱
水
症

状
が
起
き
て
、
圃
場
に
植
え
ら
れ
た
Ｆ

４
世
代
８
６
４
個
体
の
中
に
白
穂
が
発

生
。
こ
の
年
は
、
品
質
や
ア
ミ
ロ
ー
ス

含
有
率
を
吟
味
し
て
23
個
体
を
選
抜
し

ま
し
た
。

選
抜
さ
れ
た
個
体
（
１
株
）
を
翌
年
植

え
た
も
の
が
、
系
統
（
す
べ
て
同
じ
性
質
を

持
つ
数
個
体
の
か
た
ま
り
）
に
な
り
ま
す
。

Ｆ
５

世
代
（
２
０
０
１
年
〈
平
成
13
〉）
は
、

圃
場
で
８
系
統
を
選
抜
。
Ｆ
６

世
代
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（
２
０
０
２
年
〈
平
成
14
〉
）
は
、
予
備
試

験
に
出
た
８
系
統
の
成
績
が
振
る
わ
ず

△
評
価
。〈
庄
３
１
８
７
〉
と
い
う
育

成
地
番
号
が
付
与
さ
れ
た
個
体
だ
け
が

本
試
験
で
選
抜
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
の
試
練
は
、
２
０
０
３
年
（
平

成
15
）
の
冷
害
で
す
。
こ
の
年
も
成
績

が
振
る
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ほ
か
の

系
統
も
成
績
が
悪
か
っ
た
た
め
に
次
年

度
に
再
試
験
と
な
り
ま
し
た
。

続
く
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
に
は
、

Ｆ
８

世
代
が
台
風
15
号
の
被
害
を
受
け

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
三
の
試
練
で
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
も
〈
は
え
ぬ
き
〉
よ

り
も
食
味
が
高
い
◎
の
評
価
を
獲
得
し
、

〈
山
形
97
号
〉
の
地
方
系
統
番
号
が
付

与
さ
れ
た
の
で
す
。

２
０
０
６
年
（
平
成
18
）
の
奨
励
品
種

決
定
調
査
で
は
、
Ｆ
10
世
代
が
コ
シ
ヒ

食
味
試
験

品種

1年目

10年目

7年目

5年目

4年目

3年目
交配　60組合せ（交配設計会議で決定）

個体選抜　120,000個体

単独系統　1,300系統（約1％に選抜）

生産力検定試験
本試験75、予備試験150

奨励品種決定調査

F1～F3養成　（遺伝形質の固定）

交配育種の流れ
中場勝さんの配布資料をもとに編集部で作図
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で
す
が
、
晩
生
の
品
種
で
す
の
で
ど
ち

ら
の
特
性
も
実
害
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

民
間
育
種
家
の
伝
統

東
北
大
学
の
菅
洋
さ
ん
が
本
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と

山
形
に
は
57
人
の
民
間
育
種
家
が
い
て

１
７
６
の
品
種
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
一
番
有
名
な
の
は
〈
亀
ノ
尾
〉

で
す
。
サ
サ
ニ
シ
キ
も
コ
シ
ヒ
カ
リ
も

〈
亀
ノ
尾
〉
の
子
孫
品
種
な
ん
で
す
よ
。

１
８
９
３
年
（
明
治
26
）
に
神
社
に
お

参
り
に
行
っ
た
余
目

あ
ま
る
め

の
阿
部
亀
治
さ
ん

が
、
冷
害
の
中
で
わ
ず
か
に
実
っ
て
い

た
３
本
の
穂
を
見
つ
け
て
、
水
田
の
持

ち
主
に
お
願
い
し
て
も
ら
い
受
け
、
持

カ
リ
を
し
の
ぐ
新
品
種
基
軸
と
し
て
有

望
系
統
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

３
回
の
試
練
の
内
、
ど
こ
か
で
脱
落

し
て
い
た
ら
こ
の
よ
う
に
優
れ
た
形
質

を
世
に
出
す
こ
と
が
か
な
わ
な
い
事
態

に
陥
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
有
望
な
品
種
を
、
県
を
挙
げ
て
育

て
て
い
こ
う
と
い
う
意
気
込
み
か
ら
、

翌
年
に
は
〈
山
形
97
号
〉
の
第
１
回
ブ

ラ
ン
ド
化
戦
略
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。〈
つ
や
姫
〉
の
名
は
一
般
公
募
で

命
名
さ
れ
ま
し
た
が
、
炊
い
た
と
き
に

白
く
輝
く
そ
の
姿
に
ぴ
っ
た
り
の
名
前

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

〈
つ
や
姫
〉
の
特
徴

〈
つ
や
姫
〉
は
炊
飯
米
の
外
観
と
食
味

が
優
れ
、
玄
米
に
光
沢
が
あ
り
ま
す
。

白
未
熟
粒
が
少
な
く
、
短
稈

た
ん
か
ん

（
丈
が
短
い
）

だ
か
ら
耐
倒
伏
性
に
優
れ
て
い
ま
す
。

コ
シ
ヒ
カ
リ
よ
り
多
収
、
と
い
う
こ
と

な
ど
が
長
所
で
す
。

白
未
熟
粒
と
い
う
の
は
、
フ
ェ
ー
ン

現
象
な
ど
の
暑
さ
に
よ
っ
て
稲
が
体
力

を
消
耗
し
た
と
き
に
発
生
し
ま
す
。
呼

吸
量
が
多
く
な
り
、
消
耗
も
多
く
な
る

と
、
米
粒
の
で
ん
ぷ
ん
が
き
れ
い
に
貯

め
ら
れ
ず
、
空
気
の
隙
間
で
白
く
見
え

る
も
の
で
す
。
炊
く
と
軟
か
い
炊
き
上

が
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
食
味
が
落
ち

ま
す
。〈
つ
や
姫
〉
は
、
白
未
熟
粒
に

な
り
に
く
い
形
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。

短
所
は
、
耐
冷
性
が
中
（〈
は
え
ぬ
き
〉

は
極
強
）
で
あ
る
こ
と
と
、
穂
発
芽
性
が

中
（〈
は
え
ぬ
き
〉
は
や
や
難
）
で
あ
る
こ
と

え
、
も
っ
と
す
ご
い
の
は
、
で
き
た
種

を
ど
ん
ど
ん
分
け
与
え
て
自
由
に
つ
く

ら
せ
た
こ
と
で
す
。
特
許
と
か
で
囲
い

込
む
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
亀
治

は
、〈
亀
ノ
尾
〉
を
他
の
品
種
と
無
料

で
交
換
し
、
種
の
純
粋
を
守
る
こ
と
と
、

種
の
劣
化
を
防
ご
う
と
し
な
が
ら
、
普

及
に
努
め
ま
し
た
。

食
糧
を
つ
く
る
歴
史
の
中
で
、
つ
く

り
過
ぎ
て
余
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
時

代
は
、
か
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

厳
し
い
自
然
環
境
に
打
ち
勝
っ
て
、
毎

年
、
確
実
に
収
穫
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
に
人
間
は
心
血
を
注
い
で
き
ま
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
改
良
を
重
ね
た
大

切
な
種
を
人
に
分
け
与
え
て
き
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。取

材：

２
０
１
２
年
９
月
13
日

JA庄内たがわ農業協同組合の斎
藤正之さんと澁谷智幸さんにご
案内いただいた、全農山形藤島
倉庫。時代を感じさせるがっし
りとした木造倉庫の妻壁には、

「米」の文字が。瓦屋根が白い
のは、夏の太陽の照り返しを反
射するためだろうか。

下段：藤島南部籾乾燥調整貯蔵
施設（庄内たがわ農業協同組
合）。このような施設をカント
リーエレベーターといい、サイ
ロ（貯蔵ビン）と穀物搬入用エ
レベーターと穀物の乾燥施設及
び調製施設などからなり、米の
乾燥、調製、貯蔵の役割を担う。

下段上右から：コントロールル
ームでの管理の流れ／重量計測
器／生産者によって搬入された
籾。収穫前に刈取り時期の事前
調査を行ない、荷受け時期を調
整しているそうだ。

ち
帰
り
ま
し
た
。
試
験
栽
培
を
繰
り
返

し
た
こ
と
で
完
成
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

亀
ノ
尾

当
時
、
庄
内
平
野
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
稲
は
、
晩

生
の
稲
が
多
く
、
冷
害
の
危
険
率
が
高
か
っ
た
た
め
、

寒
さ
に
強
く
収
量
の
多
い
〈
亀
ノ
尾
〉
は
ま
た
た
く

間
に
県
内
に
広
が
っ
た
。
し
か
し
、
多
肥
料
栽
培
時

代
に
入
っ
て
は
耐
肥
性
に
劣
り
、
長
稈
で
倒
伏
し
や

す
い
形
質
か
ら
、
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ
て
幻
の
米
と

い
わ
れ
た
時
代
を
経
て
、
現
在
は
酒
米
と
し
て
復
活

し
て
い
る
。

な
ぜ
、
こ
う
い
う
伝
統
が
培
わ
れ
た

の
か
と
考
え
た
の
で
す
が
、
気
象
や
水

な
ど
米
の
生
育
に
適
し
た
条
件
に
恵
ま

れ
て
い
た
こ
と
と
、
さ
ら
に
良
く
し
よ

う
と
考
え
た
人
た
ち
が
、
常
に
稲
の
状

態
を
観
察
し
て
い
た
か
ら
で
き
た
こ
と

だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
。

民
間
育
種
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
に
加



古
砂
丘
と
新
砂
丘

庄
内
砂
丘
は
飽
海

あ
く
み

郡
遊
佐
町

ゆ
ざ
ま
ち

か
ら
酒

田
市
を
経
て
鶴
岡
市
に
至
る
延
長
34

d
、
幅
1.5
〜
３
d
、
最
大
標
高
は
77

c
の
砂
丘
で
す
。
日
本
一
長
い
砂
丘
で

す
が
、
そ
の
存
在
は
案
外
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

庄
内
砂
丘
は
、
地
質
的
に
い
う
と
古

砂
丘
と
い
う
も
の
と
新
砂
丘
の
二
層
構

造
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

古
砂
丘
と
新
砂
丘
が
形
成
さ
れ
る
間
の

時
代
に
、
砂
丘
全
体
が
広
葉
樹
で
覆
わ

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
縄
文
期

に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

赤
川
と
い
う
川
は
、
鶴
岡
の
南
か
ら

北
に
向
か
っ
て
貫
流
し
て
酒
田
ま
で
い

っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
最
上
川
に

合
流
し
て
い
た
の
で
す
が
、
氾
濫
が
多

く
て
被
害
が
出
る
の
で
、
砂
丘
を
貫
い

て
放
水
路
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
の
と

き
に
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
出
て
き
た
こ

と
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

庄
内
砂
丘
を
語
る
上
で
は
、
水
の
利

用
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
古

砂
丘
の
上
に
黒
っ
ぽ
い
土
壌
の
不
透
水

層
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
帯
水
層
の
水
を

利
用
で
き
た
か
ら
今
の
メ
ロ
ン
栽
培
が

あ
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の

か
な
、
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
品
種
改
良
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
の
努
力
が
あ
っ
て
実
現
さ
れ
た

こ
と
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
戦
後
、
帯

水
層
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
下

水
を
汲
み
上
げ
て
灌
漑
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
、
今
の
畑
作
が
可
能
に
な
り
ま

し
た
。

庄
内
砂
丘
に
は
縄
文
時
代
か
ら
人
が

住
ん
で
い
ま
し
た
。
庄
内
の
縄
文
遺
跡

は
、
平
野
部
の
周
辺
部
に
張
り
つ
い
て

い
る
だ
け
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
、
初

め
て
平
場
に
集
落
跡
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
平
場

は
湿
地
帯
で
、
ほ
と
ん
ど
人
が
住
め
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

海
中
の
湧
水

遊
佐
は
岩
牡
蠣
が
有
名
で
す
が
、
鳥

海
山
の
伏
流
水
が
海
の
中
に
湧
い
て
い

る
か
ら
牡
蠣
が
お
い
し
く
育
つ
、
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
水
は
砂
丘
の
端
で
湧

い
て
い
る
の
で
す
が
、
遊
佐
と
同
じ
理

屈
で
、
月
山
の
伏
流
水
の
一
部
が
海
の

中
で
湧
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
表
わ
れ
の

よ
う
に
、
庄
内
平
野
の
外
縁
に
は
湿
地

帯
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。

砂
丘
な
の
に
、
水
が
多
く
て
困
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
年
間
降
水
量
が
２
０

０
０
a
を
超
え
る
と
、
次
の
年
に
は
砂

丘
に
水
が
上
が
っ
て
く
る
現
象
が
起
こ

り
ま
す
。
メ
ロ
ン
栽
培
者
の
本
間
栄
さ

ん
は
、
８
c
の
井
戸
か
ら
ポ
ン
プ
で
揚

水
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、

通
常
の
地
下
水
位
は
２
〜
３
c
程
度
で
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菊池 常俊さん

きくち つねとし

山形県庄内総合支庁産業経済部農村計画課

農林技監（兼）農村計画課長

1952年山形県最上町に生まれる。1975年岩

手大学農学部卒業後、山形県農林水産部に奉

職。以来農業土木職員として農業基盤整備を

担当。特に庄内平野の土地改良事業の最盛期

に現場職員として、圃場整備をはじめ各種事

業に従事。その後事業計画を担当し、山形県

農林水産部農山漁村計画課長を経て現職。

実
際
に
防
砂
・
防
風
林
の
中
を
歩
い
て
、
海
ま
で
出
て
み
ま
し
た
。

普
通
の
海
岸
の
松
林
を
想
像
し
て
は
、
大
間
違
い
。

原
始
林
の
よ
う
な
力
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
、
営
々
と
植
樹
さ
れ
て
き
た
ク
ロ
マ
ツ
が

幾
重
に
も
梢
を
伸
ば
し
て
、
砂
と
風
か
ら
庄
内
平
野
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
を
築
き
、
維
持
し
て
き
た
の
は
無
名
の
庄
内
人
で
す
。

粘
り
強
く
、
黙
々
と
働
い
て
き
た
こ
と
の
蓄
積
が
、
砂
丘
メ
ロ
ン
栽
培
を
可
能
に
し
、

今
の
庄
内
の
農
の
豊
か
さ
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

庄
内
砂
丘
の
水
と
メ
ロ
ン
栽
培

最上川

京
田
川

藤
島
川

赤
川

大
山
川

青
竜
寺
川

庄内空港

酒田

庄
内
砂
丘

防
風
林

強風のためにクロマツがかしいでいる。
300mの防風林帯の合間に表われた小道。

右上の地図：国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「山形」及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）、土地利用細分
メッシュデータ（平成21年）、農業地域データ（平成23年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、 第750号）



ム
シ
の
被
害
で
す
。
秋
田
の
海
岸
線
は
、

ほ
と
ん
ど
全
滅
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
病
害
虫
の
防
除
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

畑
と
畑
の
間
の
細
い
道
に
植
わ
っ
て

い
る
松
は
、
個
人
の
管
理
に
な
っ
て
い

ま
す
。
あ
ま
り
大
き
く
な
る
と
日
陰
が

で
き
る
し
、
倒
れ
る
と
農
業
用
ハ
ウ
ス

が
壊
れ
て
し
ま
う
の
で
、
適
当
な
大
き

さ
の
と
き
に
伐
採
し
て
植
え
替
え
ま
す
。

あ
れ
が
な
い
と
農
業
用
ハ
ウ
ス
が
倒

れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
風
が
強
い

地
域
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
庄
内
空
港

が
で
き
た
と
き
に
も
、
強
風
が
懸
念
さ

れ
ま
し
た
。
特
に
冬
場
の
北
西
風
が
き

つ
い
。
防
風
林
は
幅
３
０
０
c
ほ
ど
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
の
幅
が
な
い
と

こ
の
強
風
は
防
げ
な
い
ん
で
す
。

安
部
公
房
の
『
砂
の
女
』（
新
潮
社
１
９

６
２
）
と
い
う
小
説
は
、
酒
田
市
浜
中

が
モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

小
説
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
砂
に
埋
も

れ
て
し
ま
う
家
と
い
う
の
は
、
実
際
に

は
旧
家
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
代
々
家
の

周
辺
の
砂
を
か
き
分
け
て
い
る
う
ち
に
、

砂
丘
の
中
に
家
を
建
て
て
あ
る
よ
う
な

状
態
に
な
り
ま
し
た
。
か
き
分
け
た
砂

を
背
負
っ
て
、
海
岸
に
捨
て
に
行
く
の

で
す
。
冬
場
の
北
西
風
が
吹
い
た
ら
、

本
当
に
家
が
埋
ま
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で

す
。あ

れ
ほ
ど
砂
が
堆
積
し
た
ら
、
と
て

も
農
業
は
で
き
ま
せ
ん
。
浜
中
は
地
引

き
網
漁
を
や
っ
て
い
た
人
た
ち
の
集
落

な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
飛
砂
被
害
が

甚
大
で
も
、
で
き
る
だ
け
海
の
近
く
に

集
落
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。

今
も
続
く
林
帯
整
備

飛
砂
防
止
の
一
番
の
目
的
は
水
田
を

守
る
た
め
。
砂
丘
地
を
利
用
す
る
た
め

に
松
を
植
え
る
の
で
は
な
く
て
、
飛
ん

で
き
た
砂
が
平
場
の
水
田
に
被
害
を
及

ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
松
を

植
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
平
場
の
住
人
も
、
植
林
作
業

に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い

う
苦
労
の
時
代
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た

よ
う
で
す
。

そ
し
て
あ
る
程
度
、
松
の
植
林
が
進

ん
で
飛
砂
が
収
ま
っ
た
段
階
で
、
初
め

て
こ
の
地
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
は

ま
だ
水
の
存
在
も
わ
か
ら
な
け
れ
ば
ポ

ン
プ
も
な
か
っ
た
の
で
、
水
を
得
る
の

に
非
常
に
苦
労
し
ま
し
た
。

水
を
背
負
っ
て
灌
水
し
な
が
ら
の
農

業
で
し
た
か
ら
、
農
業
と
は
い
っ
て
も
、

自
分
た
ち
が
食
べ
る
分
が
や
っ
と
、
と

い
う
状
態
で
し
た
。

そ
う
い
う
苦
労
を
し
て
い
た
の
は
、

そ
ん
な
に
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

戦
後
す
ぐ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
そ
ん
な
状

況
が
続
い
て
い
た
ん
で
す
よ
。

砂
丘
と
い
う
と
鳥
取
や
浜
松
を
思
い

浮
か
べ
、
砂
が
動
く
と
い
う
印
象
が
あ

り
ま
す
が
、
庄
内
砂
丘
は
砂
が
動
き
ま

せ
ん
。
と
い
う
よ
り
も
、
動
か
な
い
よ

う
に
、
人
が
営
々
と
努
力
し
て
き
た
ん

で
す
。

ク
ロ
マ
ツ
を
植
え
る
だ
け
で
は
な
く
、

沿
岸
流
を
押
さ
え
る
た
め
の
突
堤
や
、

植
樹
し
た
苗
を
守
る
た
め
の
柵
、
海
岸

汀
線
側
に
ハ
マ
ナ
ス
、
ア
キ
グ
ミ
な
ど

の
耐
性
の
強
い
草
を
植
え
、
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
砂
を
ガ
ー
ド
し
た
上
で
、
後
方

に
ク
ロ
マ
ツ
を
植
え
つ
け
ま
し
た
。
植

林
が
終
わ
っ
た
か
ら
完
成
、
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
て
、
ず
っ
と
更
新
し
続
け

な
け
れ
ば
、
防
風
林
は
維
持
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

メ
ロ
ン
栽
培

そ
の
後
、
水
が
充
分
に
確
保
で
き
る

よ
う
に
整
え
ら
れ
、
品
種
改
良
が
進
ん

で
、
メ
ロ
ン
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ハ
ウ
ス
は
昭
和
50
年
代
、
そ

の
後
、
露
地
栽
培
で
き
る
品
種
も
開
発

さ
れ
て
い
ま
す
。

メ
ロ
ン
を
砂
地
で
つ
く
る
メ
リ
ッ
ト

は
、
出
荷
前
の
数
日
間
、
水
を
断
っ
て

糖
度
調
整
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
し
や
す
い

ん
で
す
。
水
を
掛
け
た
い
と
き
に
は
、

す
ぐ
に
掛
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
。

や
は
り
砂
地
で
す
か
ら
肥
料
分
が
抜

け
や
す
い
。
そ
れ
で
堆
肥
を
た
く
さ
ん

入
れ
て
、
土
壌
改
良
し
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
技
術
が
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
砂

庄内砂丘の水とメロン栽培27

す
。
と
こ
ろ
が
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）

は
、
一
面
水
浸
し
。
深
い
所
で
は
１
m

も
冠
水
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
ポ
ン
プ
ア

ッ
プ
し
て
砂
丘
を
超
え
て
海
に
排
水
し
、

地
下
水
位
を
強
制
的
に
下
げ
て
翌
年
の

メ
ロ
ン
栽
培
を
行
な
い
ま
し
た
。

水
が
湧
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
解
明
さ
れ

て
お
ら
ず
、
思
わ
ぬ
所
に
水
が
湧
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

名
も
な
い
人
た
ち
の
働
き
で

１
７
０
０
年
代
に
入
っ
て
、
庄
内
藩

が
植
林
の
指
導
監
督
者
で
あ
る
〈
植
付

役
〉
を
定
め
て
植
林
の
指
導
を
行
な
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
名
主
が
私
財
を
投

じ
て
植
林
に
あ
た
り
ま
し
た
。
長
い
砂

丘
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
、
飛
砂
と
闘

っ
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
よ
く
本
間
光
丘

み
つ
お
か

の
功
績
と
言
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
遊
佐
で
も

庄
内
で
も
肝
煎

き
も
い
り

（
そ
の
地
方
の
豪
族
）
な
ど

が
率
先
し
て
植
樹
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
有
名
な
人
で
は
、
現
・
酒

田
市
の
佐
藤
太
郎
右
衛
門
が
い
ま
す
。

本
間
光
丘
（
１
７
３
３
〜
１
８
０
１
年
）

出
羽
酒
田
の
豪
商
。
光
丘
は
諱
（
い
み
な
）
で
、
本

名
は
四
郎
三
郎
（
し
ろ
う
さ
ぶ
ろ
う
）。
１
７
７
５

年
（
安
永
４
）
第
７
代
庄
内
藩
主
で
藩
校
致
道
館
を

創
設
し
た
酒
井
忠
徳
（
た
だ
あ
り
）
の
命
を
受
け
、

疲
弊
し
た
藩
の
財
政
改
革
に
携
わ
り
、
再
建
を
成
し

遂
げ
た
。

佐
藤
太
郎
右
衛
門
（
１
６
９
３
〜
１
７
６
９
）

祖
父
治
郎
右
衛
門
が
茨
新
田
（
現
・
鶴
岡
市
）
を
、

父
善
五
郎
が
広
岡
新
田
村
（
現
・
酒
田
市
）
を
拓
い

て
移
住
す
る
な
ど
、
代
々
赤
川
下
流
域
の
治
水
や
農

業
振
興
に
貢
献
し
て
き
た
。
太
郎
右
衛
門
は
１
７
４

５
年
（
延
享
２
）
に
京
田
通
植
付
役
と
な
り
、
坂
野

辺
新
田
村
（
現
・
酒
田
市
）
な
ど
の
新
田
開
発
や
植

林
に
当
た
っ
た
。

本
間
光
丘
が
植
林
す
る
以
前
に
も
、

砂
丘
に
は
雑
木
林
は
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
製
塩
の
た
め
の
燃
料
な
ど
に

使
う
の
で
、
ど
ん
ど
ん
伐
採
さ
れ
て
、

再
び
飛
砂
が
ひ
ど
く
な
っ
た
。
そ
れ
で

本
間
光
丘
は
、
も
う
一
度
防
風
林
を
つ

く
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

飛
砂
防
止
は
、
地
域
住
民
に
と
っ
て

切
実
な
問
題
で
し
た
。
で
す
か
ら
頼
ま

れ
な
く
て
も
自
主
的
に
対
応
し
て
い
た

は
ず
で
す
。
そ
ん
な
中
で
私
財
を
投
げ

打
っ
て
植
林
し
た
人
た
ち
だ
け
が
、
後

世
に
名
を
残
し
て
い
る
ん
で
す
。

漁
業
を
や
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る

人
も
、
自
家
米
は
つ
く
ら
な
い
と
暮
ら

し
て
い
か
れ
ま
せ
ん
。
近
隣
で
水
田
を

や
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
切
実
な

問
題
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
地
道

な
努
力
に
よ
っ
て
、
今
の
庄
内
平
野
が

守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
砂
丘
保
全

上
流
に
ダ
ム
が
で
き
た
こ
と
で
、
逆

に
土
砂
が
こ
な
く
な
っ
て
砂
丘
が
小
さ

く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
も
聞
き
ま

す
。
毎
年
、
航
空
写
真
で
確
認
し
て
い

る
人
も
い
ま
す
。

現
在
の
一
番
の
課
題
は
、
マ
ツ
ク
イ
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地
を
農
地
と
し
て
利
用
す
る
の
は
無
理

で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
特
殊
な
栽
培
方

法
も
、
民
間
の
篤
農
家
に
よ
っ
て
開
発

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
民
間
の
人
が
技
術
開
発

す
る
、
と
い
う
の
は
庄
内
の
伝
統
的
な

特
色
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

以
前
、
農
家
の
人
か
ら
聞
い
た
話
で

す
が
、
換
金
作
物
と
し
て
安
定
す
る
も

の
を
新
た
に
つ
く
る
に
は
３
年
か
か
る
。

だ
か
ら
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
せ

て
、
次
の
作
物
を
リ
サ
ー
チ
し
て
い
る

そ
う
で
す
。

自
分
の
農
地
の
一
部
を
、
新
し
い
作

物
の
試
験
栽
培
に
使
っ
て
、
３
年
で
市

場
に
出
せ
る
よ
う
に
、
５
年
経
っ
た
ら

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
も
の
を
つ
く
れ
る
よ

う
に
、
と
心
掛
け
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
う
い
う
努
力
を
絶
え
間
な
く
行
な

う
人
た
ち
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
庄
内
砂

丘
は
畑
作
地
帯
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き

た
の
で
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
９
月
12
日

メ
ロ
ン
生
産
者
　
本
間
栄
さ
ん

上：本間栄さんの農業用ハウスで。現在の主
力品種のアンデスメロン。
右：メロンの後作でトルコキキョウなどの花
卉を育てている。
左：ミニトマトは息子さんの管理だそうだ。
下右：本間さんの農業用ハウスのそばで、今
では珍 しくなったビニール水田を発見。自家
用米を つくっているようだ。
下左：県営事業で緊急排水対策を行なってい
る排水ポンプ。



１
９
４
８
年
（
昭
和
23
）
思
恩
園
の
農

場
主
任
だ
っ
た
樋
口
吉
雄
が
、
七
窪
の

篤
農
家
斎
藤
伝
吉
が
戦
争
中
大
切
に

保
管
し
て
い
た
メ
ロ
ン
の
種
を
譲
り
受

け
て
植
え
つ
け
ま
す
。

戦
争
が
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ

食
糧
不
足
で
、
砂
丘
で
つ
く
ら
れ
る
作

物
も
麦
類
と
サ
ツ
マ
イ
モ
が
ほ
と
ん
ど

の
時
代
で
し
た
が
、
生
産
量
を
増
や
し
、

湯
野
浜
の
温
泉
街
や
鶴
岡
の
市
街
地
で

販
売
実
績
を
伸
ば
し
て
い
き
ま
し
た
。

戦
前
に
一
度
失
敗
し
た
東
京
市
場
へ

の
進
出
を
目
指
す
た
め
に
は
、
品
種
改

良
が
不
可
欠
で
す
。
こ
の
と
き
に
、
品

種
改
良
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
、
戦
時

中
に
メ
ロ
ン
の
種
子
を
保
持
し
て
い
た

斎
藤
伝
吉
の
長
男
松
太
郎
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
育
種
学
は
、
ま
さ
に
手

探
り
状
態
。
１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
品
種
の
掛
け
合
わ
せ
を

行
な
っ
た
樋
口
た
ち
は
、
思
恩
園
の
農

場
で
１
６
５
品
種
を
試
作
し
た
そ
う
で

す
。
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
に
は
、
松

太
郎
の
交
配
し
た
〈
ラ
イ
フ
メ
ロ
ン
〉

が
種
苗
登
録
さ
れ
ま
す
。
農
民
に
よ
る

種
苗
登
録
は
、
日
本
初
の
快
挙
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

松
太
郎
は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
灌
漑
施

設
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
り
、
昭
和

20
年
代
に
は
既
に
「
こ
れ
か
ら
は
メ
ロ

ン
と
花
の
時
代
で
あ
る
」
と
将
来
を
予

測
し
た
り
す
る
先
見
の
明
が
あ
る
人
だ

っ
た
よ
う
で
す
。

ビ
ニ
ー
ル
水
田

ま
た
庄
内
砂
丘
が
先
進
的
農
業
に
挑

戦
し
て
き
た
背
景
に
は
、
山
形
県
農
事

試
験
場
砂
丘
試
験
地
（
現
・
山
形
県
砂
丘
地

農
業
試
験
場
）
が
あ
っ
て
の
こ
と
、
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

当
時
、
七
窪
メ
ロ
ン
研
究
会
で
は
、

メ
ロ
ン
以
外
に
も
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
な
ど

の
新
し
い
西
洋
野
菜
の
栽
培
も
手
が
け

て
い
ま
し
た
が
、
技
術
的
に
未
熟
だ
っ

た
た
め
、
県
に
対
し
て
指
導
機
関
の
設

置
を
要
望
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
緯

で
、
山
形
県
農
事
試
験
場
砂
丘
試
験
地

が
１
９
３
６
年
（
昭
和
11
）
七
窪
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

「
思
い
切
っ
た
農
業
を
す
る
た
め
に
、

自
分
で
食
べ
る
米
は
自
分
で
つ
く
る
」

と
い
う
砂
丘
農
民
の
想
い
を
か
な
え
る

た
め
に
ビ
ニ
ー
ル
水
田
を
開
発
し
た
の

も
、
山
形
県
農
事
試
験
場
砂
丘
試
験
地

の
指
導
で
す
。

戦
後
に
な
っ
て
帯
水
層
が
発
見
さ
れ

て
、
地
下
水
を
汲
み
上
げ
て
灌
漑
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
土
中
に
ビ
ニ

ー
ル
シ
ー
ト
を
敷
い
て
水
が
漏
れ
な
い

よ
う
に
し
た
ビ
ニ
ー
ル
水
田
が
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。

今
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

ま
だ
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
ま
す
。「
自

分
で
食
べ
る
米
は
自
分
で
つ
く
る
」
と

い
う
意
識
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

庄内砂丘の水とメロン栽培29

砂
丘
メ
ロ
ン
の
来
歴

メ
ロ
ン
を
つ
く
り
始
め
て
、
四
十
数

年
。
そ
の
前
は
柿
と
米
を
つ
く
っ
て
い

ま
し
た
。

私
が
メ
ロ
ン
づ
く
り
を
始
め
た
こ
ろ

は
プ
リ
ン
ス
メ
ロ
ン
の
時
代
。
そ
の
こ

ろ
は
砂
丘
の
メ
ロ
ン
栽
培
も
安
定
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
プ
リ
ン

ス
メ
ロ
ン
よ
り
前
に
取
り
組
ん
だ
人
た

ち
は
大
変
苦
労
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

プ
リ
ン
ス
メ
ロ
ン
は
昭
和
40
年
代
に

全
盛
期
と
な
り
、
こ
れ
で
庄
内
は
メ
ロ

ン
産
地
の
地
位
を
確
立
し
ま
し
た
。
昭

和
50
年
代
に
は
、
表
面
に
網
目
の
つ
い

た
ア
ン
デ
ス
メ
ロ
ン
が
登
場
。
現
在
も

主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
は
、
ア
ン

デ
ス
メ
ロ
ン
に
加
え
、
J
A
オ
リ
ジ
ナ

ル
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
、
鶴
姫
と
鶴
姫
レ

ッ
ド
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
独
自
品
種

を
売
り
出
し
て
い
ま
す
。

庄
内
砂
丘
の
メ
ロ
ン
栽
培
の
歴
史
は
、

１
９
１
８
年
（
大
正
７
）
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
後
、
庄
内
砂
丘
で
メ
ロ
ン
栽
培

が
大
き
く
発
展
し
た
の
は
、
日
本
育
児

院
七
窪
分
院
（
現
在
の
七
窪
思
恩
園
）
の
院

長
、
五
十
嵐
喜
広
の
指
導
が
あ
っ
て
の

こ
と
で
す
。

五
十
嵐
喜
広
（
１
８
７
２
〜
１
９
４
５
年
）

湯
野
浜
温
泉
生
ま
れ
の
社
会
事
業
家
。
庄
内
中
学
当

時
に
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
松
村
介
石
の
講
演
を
聞
き
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
入
信
。
岐
阜
県
で
伝
道
活
動
中
、
幼

児
を
保
護
し
た
の
を
契
機
に
育
児
院
を
開
設
し
た
。

各
地
に
育
児
院
を
つ
く
り
、
鶴
岡
市
七
窪
に
も
分
院

（
の
ち
に
独
立
し
て
、
七
窪
思
恩
園
）
を
開
設
。
庄

内
砂
丘
地
メ
ロ
ン
の
先
駆
者
で
も
あ
る
。

五
十
嵐
は
農
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
こ
の
人
た
ち
が
少
し
で
も

楽
な
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
と
考
え

て
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か

ら
ロ
ッ
キ
ー
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
メ
ロ
ン

の
種
子
を
持
っ
て
帰
国
。
砂
丘
で
の
メ

ロ
ン
栽
培
を
奨
励
し
ま
し
た
。

明
治
以
来
、
砂
丘
の
栽
培
作
物
は
サ

ツ
マ
イ
モ
だ
っ
た
た
め
、
単
価
の
高
い

メ
ロ
ン
を
つ
く
る
こ
と
を
勧
め
た
の
で

す
。
当
時
の
肥
料
は
堆
肥
で
す
か
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
草
が
生
え
る
湿
地
に
草
刈
り

に
出
か
け
て
、
山
に
持
っ
て
い
っ
て
草

を
干
し
て
、
苦
労
し
な
が
ら
堆
肥
づ
く

り
を
し
た
そ
う
で
す
。

１
９
３
１
年
（
昭
和
６
）
に
は
、
西
郷
、

湯
野
浜
、
浜
中
の
農
家
が
集
ま
っ
て

〈
七
窪
メ
ロ
ン
研
究
会
〉
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
当
時
会
員
数
が
60
名
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
60
名
で
５
反
歩
だ
っ
た
栽

培
面
積
が
、
翌
年
は
１
２
０
名
で
５
町

歩
に
増
え
た
、
と
あ
り
ま
す
。
年
々
生

産
量
が
増
加
し
、
念
願
で
あ
っ
た
東
京

市
場
進
出
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
庄
内

で
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
品
種
が
東
京

で
不
評
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
失
敗
に

終
わ
り
ま
し
た
。
戦
時
下
の
食
糧
増
産

の
至
上
命
令
も
あ
り
、
七
窪
メ
ロ
ン
研

究
会
は
自
然
消
滅
し
、
五
十
嵐
も
亡
く

な
り
ま
し
た
。

砂
丘
農
家
の
現
状

私
は
メ
ロ
ン
で
1.2
ha
、
田
ん
ぼ
は
７

ha
、
メ
ロ
ン
の
後
作
に
ト
ル
コ
キ
キ
ョ

ウ
な
ど
、
花
卉

か
き

も
栽
培
し
て
い
ま
す
。

ミ
ニ
ト
マ
ト
は
、
８
m
の
井
戸
か
ら
揚

水
し
て
チ
ュ
ー
ブ
で
灌
水
し
て
栽
培
し

て
い
ま
す
。
ト
マ
ト
も
水
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
こ
と
で
味
が
濃
く
な
る
か
ら
、

砂
丘
に
適
し
た
作
物
で
す
。

こ
の
辺
り
は
、
20
〜
30
歳
代
の
若
者

が
継
い
で
い
る
農
家
が
多
く
、
後
継
者

の
多
さ
で
は
庄
内
の
中
で
も
一
番
。
複

合
経
営
で
農
業
所
得
が
多
い
、
と
い
う

の
も
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
や
は
り
、
米
単
作
地
帯
で
は
後
継

者
が
出
に
く
い
の
で
す
。

か
つ
て
は
20
a
区
画
、
そ
の
後
は
30

a
区
画
で
、
山
形
は
圃
場
整
備
の
先
進

地
で
し
た
。
現
在
は
１
区
画
が
1.8
ha
、

３
０
０
m
×
60
m
と
い
う
時
代
で
す
。

今
と
な
っ
て
は
、
過
去
に
圃
場
整
備
さ

れ
た
田
ん
ぼ
は
、
小
規
模
圃
場
と
い
う

こ
と
で
省
力
化
の
足
を
引
っ
張
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。

庄
内
は
、
厳
し
い
状
況
を
大
規
模
経

営
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
で
き
る
の
も
、
先
人
の
努
力
が

あ
っ
て
こ
そ
と
頭
が
下
が
り
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
９
月
12
日
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庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
の

成
り
立
ち

庄
内
平
野
は
南
北
１
０
０
d
、
東
西

40
d
。
庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
は
、
庄

内
平
野
の
鶴
岡
市
、
三
川
町
、
庄
内
町
、

酒
田
市
に
ま
た
が
る
赤
川
左
右
岸
で
農

地
や
農
業
資
源
を
管
理
し
て
い
る
組
織

で
す
。

多
く
の
普
通
水
利
組
合
は
明
治
20
年

代
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
１
９
４
９

年
（
昭
和
24
）
の
土
地
改
良
法
で
土
地
改

良
区
に
組
織
替
え
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

１
９
６
０
年
（
昭
和
35
）
国
営
赤
川
土
地

改
良
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
長
い
歴
史

を
持
つ
赤
川
土
地
改
良
区
は
解
散
し
、

赤
川
土
地
改
良
区
連
合
を
設
立
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
時
代
が
移
り
、
農
業
を
取
り

巻
く
状
況
の
変
化
、
ま
た
維
持
管
理
の

高
度
化
に
対
応
す
る
た
め
に
国
営
赤
川

土
地
改
良
事
業
二
期
事
業
が
行
な
わ
れ

る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
２
０
０
５

年
（
平
成
17
）
に
青
龍
寺
川
土
地
改
良
区
、

中
川
土
地
改
良
区
、
天
保
大
川
土
地
改

良
区
の
３
組
織
が
合
併
し
、
庄
内
赤
川

土
地
改
良
区
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
０
０
６
年
（
平
成
18
）
赤
川
土
地
改
良

区
連
合
は
解
散
し
、
そ
の
業
務
を
赤
川

共
同
管
理
と
し
て
庄
内
赤
川
土
地
改
良

区
に
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
赤

川
土
地
改
良
区
連
合
に
所
属
し
て
い
た

因
幡
堰
土
地
改
良
区
は
、
独
立
し
た
組

織
と
し
て
存
続
す
る
道
を
選
び
ま
し
た
。

さ
ら
に
従
来
は
流
域
内
で
合
併
し
て

い
た
慣
例
を
超
え
て
、
２
０
０
９
年

（
平
成
21
）
流
域
外
の
八
沢
川
土
地
改
良

区
を
吸
収
合
併
し
て
、
受
益
面
積
が
１

万
１
４
４
０
ha
、
組
合
員
約
６
０
０
０

人
と
い
う
、
現
在
、
山
形
県
で
一
番
大

き
な
土
地
改
良
区
と
な
っ
て
い
ま
す
。

治
水
中
心
か
ら
始
ま
る

赤
川
上
流
の
年
間
降
水
量
は
約
３
０

０
０
a
で
、
春
先
の
融
雪
期
に
は
潤
沢

な
水
量
に
恵
ま
れ
ま
す
が
、
長
い
間
、

水
害
に
も
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
記

録
と
し
て
一
番
古
い
の
は
１
１
３
３
年

（
長
承
２
）
に
起
こ
っ
た
水
害
で
、
50
日

間
も
水
が
引
か
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
の
端
緒
で
あ

る
赤
川
筋
水
利
土
功
会
も
、
利
水
と
い

う
よ
り
治
水
事
業
を
目
的
と
し
て
結
成

さ
れ
、
１
８
８
５
年
（
明
治
18
）
堤
防
及

び
護
岸
工
事
を
５
カ
年
事
業
と
し
て
行

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
治
水
安
全

度
の
向
上
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
治
水
か

ら
利
水
に
切
り
替
わ
っ
て
き
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。

赤
川
か
ら
の
水
田
用
水

赤
川
の
二
大
支
流
は
、
大
鳥
湖
を
源

流
と
す
る
大
鳥
川
と
、
月
山
、
湯
殿
山

か
ら
発
す
る
梵
字

ぼ
ん
じ

川
。
朝
日
地
区
落
合

一面に稲穂が実る豊かな水田風景。

出羽富士と称される鳥海山をはじめ、

摩耶山、金峰山、月山、羽黒山などの山に囲まれる庄内平野が、

土地改良のモデルと言われるまでになったのは、

先人による用水確保の努力があってのこと。

しかし庄内赤川土地改良区は、用水確保に加えて

水源涵養林の取得と保全という側面でも、貢献してきました。

清和亮次さんに、

その苦労とたゆまぬ努力の歴史、

これからの指針について、うかがいました。

庄内赤川水源林保全の歴史
庄内赤川土地改良区の取り組み

清和 亮次さん

せいわ りょうじ

庄内赤川土地改良区 理事長

1938年山形県東田川郡三川町に生まれる。1996年5月に

旧・中川土地改良区理事に就任、旧・中川土地改良区副

理事長、旧・赤川土地改良区連合総括監事、2005年４

月庄内赤川土地改良区副理事長就任と同時に、旧・赤川

土地改良区連合副理事長。2009年４月より現職。

（清和亮次さんは2012年8月10日、庄内赤川土地改良区

理事長を退任され、新しく、渡部敏美さんが理事長に就

任されました）

最上川

新庄

鶴岡

酒田

鳥海山

月山

赤川

山形

米沢

上の地図：国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）、行政区域データ（平成24年）」より編集部で作図



地
点
で
合
流
し
て
赤
川
と
な
り
、
放
水

路
開
削
以
前
に
は
最
上
川
に
合
流
し
て

日
本
海
に
注
い
で
い
ま
し
た
。

水
源
と
な
っ
て
い
る
大
鳥
湖
（
水
面
標

高
９
９
６
c
）
は
、
旧
制
山
形
高
等
学
校

教
授
の
安
斉
徹
先
生
に
よ
っ
て
調
査
が

行
な
わ
れ
、
日
本
で
は
珍
し
い
花
崗
岩

地
に
あ
る
湖
で
あ
り
、
堰
止
湖

せ
き
と
め
こ

（
自
然
現

象
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
土
砂
な
ど
で
堰
き
止
め
ら

れ
て
で
き
た
湖
沼
）
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
９
３
４
年
（
昭
和
９
）
に
は
、
湖
水

を
灌
漑
用
水
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
、

湖
の
排
出
口
に
制
水
門
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。
私
た
ち
の
先
輩
が
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
袋
を
背
負
っ
て
行
っ
て
、
高
さ
３

c
の
制
水
門
を
つ
く
り
、
約
１
１
４
万

２
０
０
０
ｔ
の
水
資
源
を
確
保
し
た
の

で
す
。
今
で
も
職
員
が
鍋
釜
背
負
っ
て
、

徒
歩
で
片
道
３
時
間
か
け
て
３
泊
４
日

の
作
業
に
向
か
う
、
大
変
山
深
い
場
所

で
す
。

赤
川
か
ら
水
田
用
水
を
取
水
し
た
歴

史
は
古
く
、
堰
の
成
立
年
な
ど
不
確
か

な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
戦
国
時
代
以

降
か
ら
徳
川
幕
府
中
期
ま
で
に
築
か
れ

た
と
さ
れ
る
九
つ
の
堰
（
熊
出
堰
、
三
ヶ
村

堰
、
青
龍
寺
川
堰
、
大
川
堰
、
志
田
堰
、
因
幡
堰
、

五
ヶ
村
堰
、
中
川
堰
、
大
宝
寺
堰
）
が
、
庄
内

平
野
の
南
側
を
水
田
開
発
す
る
の
に
寄

与
し
て
き
ま
し
た
。

庄
内
で
堰
と
言
っ
た
場
合
、
取
水
口

で
は
な
く
用
水
路
を
指
し
ま
す
。
ま
た
、

溝こ
う

と
堰
は
明
確
な
使
い
分
け
が
あ
っ
て
、

溝
と
言
っ
た
場
合
は
民
が
つ
く
っ
て
民

が
管
理
し
た
も
の
を
、
堰
と
言
っ
た
場

合
は
官
が
つ
く
っ
て
民
が
管
理
し
た
も

の
を
指
し
ま
す
。

先
人
が
苦
心
し
て
つ
く
っ
た
堰
の
間

で
は
、
取
水
の
た
め
の
取
り
決
め
が

〈
分
水
慣
行
〉
と
し
て
厳
し
く
定
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
〈
分
水
慣
行
〉

は
、
明
治
以
降
、
実
状
に
合
わ
せ
て
改

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
で
こ
そ
一
面
に
田
ん
ぼ
が
広
が
る
、

実
り
豊
か
な
水
田
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
庄
内
平
野
で
す
が
、
新
田
開
発
以

前
は
荒
れ
た
扇
状
地
。
大
河
川
の
堤
防

や
用
水
路
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
戦
国
時
代
に
築
城
技
術
や
鉱
山

技
術
が
発
達
し
て
以
降
で
す
。
用
水
路

を
敷
き
、
土
壌
改
良
を
行
な
い
、
河
道

を
固
定
し
て
治
水
を
実
現
し
た
先
人
の

努
力
に
よ
っ
て
、
広
大
な
平
野
は
耕
作

地
と
な
っ
た
の
で
す
。

赤
川
の
河
道
が
現
在
の
位
置
に
安
定

し
た
の
は
、
１
６
０
２
年
（
慶
長
７
）
最

上
義
光

よ
し
あ
き

が
熊
出
村
の
江
口

こ
う
こ
う

を
締
め
切
っ

て
、
鶴
岡
に
向
か
っ
て
い
る
流
路
を
東

側
に
変
え
て
城
下
一
帯
を
水
害
か
ら
守

ろ
う
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。

赤
川
左
岸
の
勾
配
は
上
流
部
〜
中
流

部
ま
で
は
平
均
１
／
２
０
０
〜
１
／
３

０
０
で
す
が
、
中
央
部
よ
り
下
流
は
標

高
50
m
前
後
で
１
／
１
０
０
０
〜
１
／

３
０
０
０
。
右
岸
は
、
標
高
20
〜
30
m

の
下
馬
渡
地
点
の
段
丘
よ
り
下
流
は
、

標
高
５
m
前
後
で
１
／
１
０
０
０
〜

庄内赤川水源林保全の歴史31

最上川

新井田川

相沢川

田沢川

日向川

月光川

荒瀬川

京
田
川

藤
島
川

赤
川

赤
川

大
山
川

青
竜
寺
川

鶴岡

致道館

松ヶ岡開墾場

庄内空港

酒田

内
川

五十川

温海川

庄内小国川

鼠ヶ関川

立
谷
沢
川

角
川

梵字川

水無川

早
田
川

荒
沢
湖

大
鳥
湖

田麦川

田
沢
川

黒
瀬
川

今
野
川

八
久
和
川

八久和ダム
貯水池

月山湖

あ
さ
ひ
月
山
湖

湯
屋
俣
川

鳥海山
2236

月山
1984

以東岳
1771

山居倉庫

庄
内
砂
丘

天
保
堰

赤川頭首工

赤川頭首工

（藤島）

（羽黒）

（朝日）

（櫛引）

（大山）

庄内町

酒田市

鶴岡市

天保堰

熊出幹線用水路

上池

八沢川水路トンネル

越
中
堰

西
１
号
幹
線
用
水
路

西
３
号
幹
線
用
水
路

東
１
号
幹
線
用
水
路

東
３
号
幹
線
用
水
路

西
４
号
幹
線
用
水
路

青
龍
寺
川

(

西
２
号
幹
線
用
水
路)

板井川分水工

稲生
分水工

本田
分水工

赤川
揚水機場

湯尻川
揚水機場

沖堰
排水機場

尾花
排水機場

広野
分水工

手洗沢分水工

高寺分水工

青龍寺分水工

熊出堰頭首工

菅野代頭首工

天保堰
頭首工

越中堰頭首工

赤
川

赤
川
（
旧
大
鳥
川
）

青
龍
寺
川
地
区

中
川
地
区

天
保
大
川
地
区

八
沢
川
地
区

因
幡
堰
土
地
改
良
区

大
山
川

梵字川 月山ダム

山
鶴

３
西

八

西西西
分

用
水
用用
水

用

工

田田田

工

２

生
工

１

高

工

水

高高

天天

線

天

幹幹幹幹幹幹

水水水
路

用用用
水
用
水

線線線
用
線
用

幹幹川川

龍

工

青青
龍

線
幹

西

水水
稲

大
保
天

（

八 ト

出

ト路 出路

１

分

幹

手

線
分

越

路

頭堰

分 水分

引

出 用

路

路用用

号水
洗

路

工

用

櫛

路

東

水水水水
路

用

号

用

幹幹
線

号号
幹

水
用用用
水
用
水

幹
線

号

区

水用線線

櫛

川

堰出

工分沢 水洗

工中

鳥

川
赤

川

川 字梵赤
保堰保保保堰保保堰保堰
天天保

右の地図：国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「山形、秋田、新潟」及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）、土地利用細分
メッシュデータ（平成21年）」より編集部で作図　　左の地図：庄内赤川土地改良区HP（http://www.shonaiakagawa.jp/）、国土地理院基盤地図情報(縮尺
レベル25000)「山形」及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）」より編集部で作図分メッシュデータ（平成21年）」より編集部で作図
2点とも：この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、 第750号）
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と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
財
を
投
じ
て
越
中
堰
を
完
成
さ
せ

た
大
館
藤
兵
衛
元
忠
の
肖
像
画
は
、
水

神
堂
に
祀
ら
れ
、
後
世
ま
で
崇
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
越
中
堰
は
長
く
地
元
の
人

た
ち
に
管
理
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
越

中
堰
普
通
水
利
組
合
、
越
中
堰
土
地
改

良
区
を
経
て
、
１
９
７
８
年
（
昭
和
53
）

天
保
大
川
土
地
改
良
区
に
合
併
し
、
そ

の
後
、
庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
の
管
理

に
な
り
ま
し
た
。

大
館
藤
兵
衛
元
忠
か
ら
７
代
あ
と
の

子
孫
で
あ
る
大
館
藤
兵
衛
元
貞
は
、
１

８
３
２
年
（
天
保
３
）
藩
命
を
受
け
て

旧
・
櫛
引
町
黒
川
地
区
の
開
田
事
業
に

着
手
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
黒
川
地
区

は
春
日
神
社
の
神
事
能
と
し
て
、
５
０

０
年
続
く
と
い
わ
れ
る
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
黒
川
能
を
守
り
伝
え
て
い
る

地
区
で
す
。

元
貞
は
最
初
に
田
沢
川
か
ら
取
水
す

る
延
田

の
べ
た

堰
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、
田
沢

川
は
水
量
が
少
な
く
、
充
分
な
水
が
得

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
新
た
な

水
源
を
求
め
て
月
山
山
中
を
探
し
ま
わ

り
、
流
域
の
異
な
る
田
麦
川
水
系
の
金

剛
山
川
を
田
沢
川
に
導
水
す
る
こ
と
を

計
画
し
ま
し
た
。

１
８
３
７
年
（
天
保
８
）
６
月
、
工
事

着
工
。
象
の
倉
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
岩

山
に
水
を
通
す
た
め
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘

る
と
い
う
前
代
未
聞
の
難
工
事
で
し
た

が
、
毎
日
１
０
０
０
人
に
及
ぶ
人
夫
を

動
員
す
る
大
掛
か
り
な
工
事
を
敢
行
し
、

１
／
３
０
０
０
。
い
ず
れ
も
中
央
部
よ

り
下
流
は
非
常
な
平
坦
地
と
な
っ
て
い

て
、
わ
ず
か
に
北
傾
し
て
い
ま
す
。

越
中
堰
と
天
保
堰

難
工
事
を
実
現
す
る
だ
け
の
土
木
技

術
が
発
達
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
稲
作
が

不
可
能
だ
っ
た
土
地
に
も
水
を
引
い
て

水
田
開
発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

高
台
に
あ
る
た
め
古
来
か
ら
水
が
得

に
く
い
土
地
柄
だ
っ
た
旧
・
朝
日
村
、

旧
・
櫛
引
町
、
旧
・
羽
黒
町
を
潤
す
た

め
に
つ
く
ら
れ
た
越
中
堰
は
、
１
７
１

４
年
（
正
徳
４
）
に
で
き
ま
し
た
。
地
元

の
大
館
藤
兵
衛
元
忠
と
い
う
人
物
が
水

源
を
求
め
て
山
野
を
踏
査
し
た
末
、
月

山
、
湯
殿
山
か
ら
発
す
る
梵
字
川
の
右

岸
、
旧
・
朝
日
村
の
三
栗
屋
と
い
う
と

こ
ろ
に
取
水
口
を
設
け
る
こ
と
を
決
意

し
、
旧
・
櫛
引
町
の
黒
川
ま
で
延
長
約

11
d
を
開
削
す
る
旨
、
庄
内
藩
主
酒
井

家
に
届
け
出
ま
し
た
。
貫
通
ま
で
に
11

年
間
か
か
る
、
大
変
な
難
工
事
だ
っ
た

右から：天保堰は、巨大な岩山にトンネルを掘
ることで通水している。実際に現地を見て、江
戸時代に手掘りでつくられたことに驚嘆の思い
がした／現在の天保堰は、県営赤川地区灌漑排
水事業によって1980〜1989年（昭和55〜平成
元）に改修されたもの。天保用水路トンネル内、
向かって左側が水路で右側は作業員のための通
路。下：ご案内くださった庄内赤川土地改良区
工務部工務課の佐々木正秀さん。

わ
ず
か
２
カ
月
で
延
長
9.9
d
の
用
水
路

が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
り
、

大
館
藤
兵
衛
元
貞
は
名
字
帯
刀
を
許
さ

れ
、
大
堰
守
、
大
組
頭
格
に
任
じ
ら
れ

ま
し
た
。
今
で
も
本
区
の
祭
神
と
し
て

組
合
員
か
ら
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

天
保
堰
か
ら
田
沢
川
に
注
ぐ
最
終
部

は
、
15
c
も
の
落
差
の
滝
に
な
っ
て
い

て
、
水
し
ぶ
き
が
上
が
り
煙
の
よ
う
に

見
え
る
こ
と
か
ら
〈
煙
見
の
滝
〉
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
天
保
堰
が

竣
工
し
通
水
し
た
そ
の
日
、
庄
内
藩
主

酒
井
忠
器

た
だ
か
た

は
城
外
に
出
て
、
は
る
か
落

ち
口
に
見
え
る
激
し
い
水
煙
を
望
見
し
、

そ
の
際
に
命
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
急
流
が
崖
を
削
り
取

っ
て
後
退
し
て
い
る
た
め
、
現
在
で
は

目
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

現
在
の
天
保
堰
は
、
１
９
８
０
〜
１

９
８
９
年
（
昭
和
55
〜
平
成
元
）
に
か
け
て
、

県
営
赤
川
地
区
灌
漑
排
水
事
業
に
よ
っ

て
、
か
つ
て
の
位
置
よ
り
約
10
m
上
流

に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
取
水
口
も

〈
河
床
直
接
取
水
〉（
バ
ー
ス
ク
リ
ー
ン
工
法
）

に
改
修
し
、
9.9
d
の
水
路
を
流
下
し
て

田
沢
川
に
注
い
で
い
ま
す
。

天
保
堰
水
利
土
功
会
が
の
ち
に
天
保

堰
普
通
水
利
組
合
と
な
り
、
そ
の
後
、

田
沢
川
普
通
水
利
組
合
と
合
併
し
黒
川

普
通
水
利
組
合
に
、
そ
れ
が
天
保
堰
普

通
水
利
組
合
と
改
称
し
、
大
川
堰
普
通

水
利
組
合
と
合
併
し
て
天
保
大
川
土
地

改
良
区
と
な
っ
て
の
ち
に
庄
内
赤
川
土

地
改
良
区
の
管
理
に
な
り
ま
し
た
。



庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
は
、
こ
の
よ

う
に
た
く
さ
ん
の
伝
統
、
来
歴
を
持
っ

た
土
地
改
良
区
が
複
雑
に
結
集
し
て
つ

く
ら
れ
た
組
織
な
の
で
す
。

用
水
確
保
の
苦
労

天
保
堰
が
あ
る
場
所
は
標
高
が
高
い

た
め
、
雪
深
く
、
春
が
遅
い
当
地
で
は
、

訪
れ
る
の
も
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

土
木
重
機
が
な
か
っ
た
時
代
に
、
手
掘

り
で
こ
れ
だ
け
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
た

先
人
た
ち
の
力
に
は
、
本
当
に
驚
か
さ

れ
ま
す
。

明
治
30
年
代
に
は
水
利
拡
張
時
代
を

迎
え
、
横
倉
沢
、
濁
沢
な
ど
の
渓
流
を

金
剛
山
川
に
導
水
し
、
開
拓
地
に
通
水

し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
つ
く

ら
れ
た
の
が
、
明
治
堰
で
す
。

𣗄
代

た
ら
の
き
だ
いは

古
来
水
に
恵
ま
れ
ず
、
開
田

は
不
可
能
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
１
９

０
０
年
（
明
治
33
）
に
天
保
堰
か
ら
水
を

引
く
計
画
を
立
て
ま
し
た
が
、
天
保
堰

の
受
益
地
で
あ
る
黒
川
で
も
水
が
不
足

し
て
い
た
た
め
に
、
な
か
な
か
許
し
が

も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

横
倉
沢
の
水
を
金
剛
山
川
に
導
水
す

る
と
い
う
天
保
堰
の
水
利
拡
張
工
事
を

手
伝
え
ば
許
し
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
期
待
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
も

か
な
え
ら
れ
ず
に
𣗄
代
の
人
た
ち
は
大

変
つ
ら
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

１
９
０
５
年
（
明
治
38
）
よ
う
や
く
天

保
堰
か
ら
分
水
の
許
可
が
下
り
、
明
治

堰
が
完
成
し
ま
し
た
。
𣗄
代
の
人
た
ち

は
、
新
た
に
取
得
し
た
水
利
権
の
分
、

天
保
堰
の
上
流
に
代
償
と
し
て
水
路
を

掘
っ
た
と
い
い
ま
す
。

𣗄
代
の
人
が
言
う
の
に
は
、

「
分
水
を
許
可
し
て
く
れ
た
田
麦
俣
地

区
に
対
し
て
は
、
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）

に
一
時
金
15
万
円
を
支
払
う
こ
と
で
お

し
ま
い
に
な
る
ま
で
、
毎
年
、
献
納
米

を
払
っ
て
い
ま
し
た
。
水
を
も
ら
う
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
厳
し
い
こ
と

で
し
た
。

１
９
７
０
年
代
後
半
（
昭
和
45
〜
）
ま

で
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
盗
水
チ

ェ
ッ
ク
と
水
番
の
た
め
に
毎
日
当
番
が

上
が
っ
て
き
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ

は
、
自
分
た
ち
が
夜
中
に
こ
っ
そ
り
と

水
路
を
掘
っ
て
堰
を
つ
く
っ
た
よ
う
に
、

別
の
集
落
の
人
が
水
路
を
掘
っ
て
水
を

取
ら
な
い
か
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
で

す
。
標
高
の
高
い
所
に
掘
っ
た
水
路
で

す
か
ら
、
少
し
削
り
取
る
だ
け
で
簡
単

に
水
を
落
と
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

盗
水
の
た
め
の
水
路
が
削
り
取
ら
れ
て

い
な
い
か
、
水
路
を
た
ど
り
な
が
ら
、

片
道
２
時
間
か
け
て
歩
く
の
が
日
課
で

し
た
。

上
流
部
の
水
路
は
自
然
渓
流
を
利
用

し
た
も
の
で
、
水
面
部
分
を
狭
く
掘
り
、

胴
を
広
く
掘
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
許

可
が
得
ら
れ
る
前
に
秘
密
で
掘
っ
た
の

で
、
水
路
が
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
で
す
。
水
路
を
隠
す
た
め
に
、

大
き
な
岩
の
蔭
に
掘
っ
た
、
と
い
う
話

も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
話
を

聞
く
と
、
水
を
得
る
の
が
い
か
に
厳
し

い
こ
と
だ
っ
た
か
、
と
い
う
苦
労
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

渇
水
と
銅
山
開
発

庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
の
水
源
涵
養

林
は
、
１
８
８
５
年
（
明
治
18
）
設
立
の

赤
川
筋
水
利
土
功
会
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。

土
地
改
良
区
に
お
け
る
水
源
涵
養
林

の
保
全
と
い
う
と
、
明
治
用
水
（
愛
知
）

に
お
け
る
矢
作
川
上
流
部
の
森
林
が
有

名
で
、
庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
の
水
源

涵
養
林
は
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。

私
た
ち
の
先
人
の
努
力
を
、
こ
の
機

会
に
、
是
非
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

赤
川
筋
水
利
土
功
会
が
水
源
地
域
に

あ
る
大
鳥
湖
を
調
査
し
た
の
は
、
１
８

８
３
年
（
明
治
16
）
に
渇
水
が
起
こ
っ
た

か
ら
で
す
。

赤
川
の
上
流
部
に
は
豊
か
な
森
林
が

あ
り
、
水
源
涵
養
に
貢
献
し
て
き
ま
し

た
。
森
林
は
庄
内
藩
主
の
所
有
で
し
た

が
、
農
民
に
無
料
で
貸
し
与
え
ら
れ
、

植
林
し
な
が
ら
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
廃
藩
置
県
後
、
木
材
需
要
が
急

増
し
た
こ
と
も
あ
り
、
乱
伐
が
目
立
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
１
８
８
３
年

の
渇
水
を
契
機
に
水
源
地
を
詳
細
に
調

庄内赤川水源林保全の歴史33

右から：田麦川水系の金剛山川から
田沢川に水を落とす、落差15mの

〈煙見の滝〉。間近で見ると、水しぶ
きといい音といい、すごい迫力だ／
悲願だった水を𣗄代にもたらした明
治堰。手掘りの土水路は、今も現
役／奥深い山中から、平野部まで
延々と水が運ばれる。



34水の文化 43『庄内の農力』 2013／2

い
下
げ
を
制
限
し
て
、
水
源
林
を
設
置

す
る
」
と
い
う
水
源
涵
養
林
設
置
の
基

本
方
針
が
確
定
さ
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
古
河
財
閥
に

よ
る
大
鳥
鉱
山
の
開
発
が
行
な
わ
れ
、

銅
の
精
錬
の
た
め
に
燃
料
用
に
木
材
が

大
量
に
伐
採
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。古

河
財
閥
の
創
業
者
古
河
市
兵
衛

は
、
１
８
７
５
年
（
明
治
８
）
草
倉
鉱
山

（
秋
田
）
の
成
功
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

足
尾
銅
山
（
栃
木
）
の
再
開
発
に
着
手
し

ま
す
。
急
激
な
鉱
山
開
発
の
結
果
、
日

本
の
公
害
問
題
の
原
点
と
も
い
え
る
鉱

毒
問
題
が
下
流
の
群
馬
県
・
渡
良
瀬
川

で
発
生
し
ま
し
た
。

足
尾
銅
山
の
鉱
毒
事
件
は
衆
知
の
こ

と
で
し
た
の
で
、
大
鳥
鉱
山
の
開
発
に

伴
い
、
山
地
の
荒
廃
、
水
源
の
枯
渇
を

憂
慮
し
た
赤
川
普
通
水
利
組
合
で
は
、

大
々
的
に
水
源
林
を
守
る
運
動
に
総
力

を
挙
げ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
は
官
有

林
を
保
安
林
に
編
入
す
る
運
動
を
開
始

し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
の
集
水
地
帯
の
一
部

を
水
源
涵
養
林
に
す
る
た
め
、
１
９
０

８
年
（
明
治
41
）
及
び
１
９
１
４
年
（
大
正

３
）
、
１
９
１
７
年
（
大
正
６
）
に
わ
た
り
、

旧
・
朝
日
村
地
内
の
国
有
林
３
万
５
２

２
ha
を
保
安
林
と
し
て
設
定
さ
せ
ま
し

た
。
ま
た
、
国
有
林
、
私
有
林
を
合
わ

せ
１
３
１
９
ha
を
払
い
受
け
及
び
買
収

し
、
区
有
財
産
と
し
て
人
工
造
林
、
維

持
管
理
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

保
安
林
へ
の
編
入
は
、
燃
料
用
木
材

の
伐
採
を
制
限
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
か
ら
、
赤
川
普
通
水
利
組
合
で
は

損
害
賠
償
措
置
と
し
て
、
大
鳥
集
落

（
大
泉
村
）
へ
給
与
金
を
支
払
う
契
約
を

行
な
い
ま
し
た
。
古
河
財
閥
と
い
う
大

資
本
に
対
抗
し
て
、
保
安
林
へ
の
編
入

に
成
功
し
た
の
は
、
大
鳥
集
落
へ
賠
償

措
置
を
行
な
っ
た
か
ら
、
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

当
初
、
大
鳥
集
落
が
国
有
林
の
伐
採

許
可
を
得
る
か
、
国
有
林
の
払
い
下
げ

を
実
現
す
る
こ
と
で
燃
料
用
木
材
伐
採

が
可
能
に
な
る
ま
で
、
と
い
う
期
限
付

き
の
給
与
金
契
約
で
し
た
が
、
大
鳥
集

落
へ
の
国
有
林
払
い
下
げ
が
思
う
よ
う

に
進
ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
１
９
１
５

年
（
大
正
４
）
以
降
は
水
源
地
保
護
委
託

費
の
名
目
で
、
今
日
に
至
る
ま
で
支
払

い
を
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
１
８
９
９
年
（
明
治
32
）
に
国

有
林
の
拡
大
造
林
路
線
が
決
定
さ
れ
た

と
き
に
、
不
要
存
置
林
野
と
見
な
さ
れ

た
も
の
を
民
間
に
払
い
下
げ
て
財
源
を

確
保
す
る
と
い
う
方
針
が
取
ら
れ
ま
し

た
。
赤
川
普
通
水
利
組
合
で
は
、
そ
の

動
き
を
い
ち
早
く
察
知
し
て
、
官
有
林

の
払
い
下
げ
と
大
鳥
集
落
が
保
有
し
て

い
た
林
野
の
転
買
取
得
を
計
画
し
ま
し

た
。
こ
の
と
き
に
取
得
し
た
林
野
は
、

現
在
も
水
源
涵
養
林
の
中
心
を
な
し
て

い
ま
す
。

昔
は
林
業
も
景
気
が
良
か
っ
た
で
す

か
ら
、
と
う
ち
ゃ
ん
が
出
稼
ぎ
に
行
っ

査
し
た
赤
川
筋
水
利
土
功
会
は
、
そ
の

荒
廃
に
危
機
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
調
査
の
様
子
は
、
赤
川
筋
水
利

土
功
会
が
『
大
鳥
湖
調
査
紀
行
』
と
い

う
記
録
に
残
し
て
い
て
、
赤
川
普
通
水

利
組
合
に
組
織
替
え
し
た
の
ち
に
も
受

け
継
が
れ
ま
し
た
。
１
８
８
９
年
（
明

治
22
）
に
は
、
改
め
て
委
員
を
選
出
し

実
地
踏
査
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
１
８

９
０
年
（
明
治
23
）
の
通
常
会
に
お
い
て
、

「
民
有
地
を
買
い
上
げ
、
官
有
林
の
払

上右：山深い頭首工からの用水
路は広範囲に及び、草刈りなど
の管理保全も大変だ。
上左：庄内赤川土地改良区の理
事長室に掲げられた〈水五則〉
左：強清水の余水吐。正面から
流れてくる水は、天保堰からの
主系統。左側から沢の水（左ペ
ージ上）を受け入れている。
左ページ下：大館藤兵衛元忠を
祀った祠と水神碑が、越中堰頭
首工脇に建つ。



ら
が
水
源
涵
養
を
行
な
っ
て
い
る
と
い

う
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
。

２
　
内
部
者
に
対
し
て
は
、
貨
幣
価
値

の
変
動
に
左
右
さ
れ
な
い
安
全
な
財
産

管
理
方
法
で
あ
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
。

３
　
組
合
経
営
の
保
険
的
機
能
。

４
　
結
果
的
に
、
下
流
に
お
け
る
開
発

利
益
を
上
流
に
還
元
す
る
意
義
。
水
源

涵
養
林
赤
字
経
営
の
欠
損
部
分
を
、
下

流
に
お
け
る
受
益
者
が
負
担
す
る
こ
と

で
、
継
続
性
が
担
保
さ
れ
る
。

と
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
に
４
番
目
の
意
義
に
つ
い
て
、
水

谷
先
生
は
「
山
林
の
公
益
的
機
能
を
維

持
す
る
た
め
の
負
担
行
為
を
土
地
改
良

区
が
担
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
負
担
に
も
限

界
が
あ
り
ま
す
し
、
欠
損
分
の
補
填
に

は
組
合
員
の
合
意
も
必
要
で
す
。
し
か

し
、
私
た
ち
の
先
輩
の
苦
労
を
思
え
ば
、

簡
単
に
は
投
げ
出
さ
な
い
で
、
粘
り
強

く
努
力
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ

う
。食

料
生
産
の
現
場
で
起
き
て
い
る
、

こ
の
よ
う
な
状
況
を
み
な
さ
ん
に
知
っ

て
い
た
だ
き
、
う
ま
い
解
決
法
を
一
緒

に
考
え
て
い
け
た
ら
う
れ
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
７
月
17
日

て
い
る
冬
の
間
、
か
あ
ち
ゃ
ん
と
嫁
さ

ん
の
二
人
が
暮
ら
す
の
に
樹
齢
50
〜
60

年
の
杉
を
５
本
売
れ
ば
間
に
合
っ
た
、

と
言
い
ま
す
。
そ
の
当
時
は
毎
年
40
ha

ず
つ
針
葉
樹
を
植
林
し
て
経
営
し
て
い

け
ば
、
維
持
管
理
費
も
出
て
利
益
に
も

な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
土
地
改
良
区
が
森
林
整
備
を

し
て
水
源
林
経
営
も
し
て
い
た
ん
で
す

が
、
木
材
価
格
が
低
迷
し
米
価
も
下
が

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
最
近
は
補

助
金
な
ど
を
い
た
だ
い
て
、
朝
日
村
森

林
組
合
（
現
・
出
羽
庄
内
森
林
組
合
）
に
業

務
委
託
し
て
管
理
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
厳
し
い
時
代
に
水
源
涵
養

林
の
保
全
を
続
け
て
い
る
と
い
う
の
は
、

子
ど
も
た
ち
や
学
生
さ
ん
た
ち
に
向
け

て
の
環
境
教
育
の
お
役
に
立
て
ば
、
と

い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。

戦
後
進
め
ら
れ
た
農
地
改
革
と
土
地

庄内赤川水源林保全の歴史35

改
良
に
よ
っ
て
、
庄
内
赤
川
地
域
は
我

が
国
に
お
け
る
土
地
改
良
の
モ
デ
ル
と

言
わ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

礎
は
戦
国
時
代
以
降
の
用
水
路
開
削
に

求
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
も
用
排
幹

線
水
路
の
改
修
や
耕
地
整
理
事
業
な
ど

の
大
規
模
な
土
地
改
良
事
業
が
営
々
と

続
け
ら
れ
た
成
果
で
も
あ
る
の
で
す
。

変
化
に
対
応
す
る
こ
う
し
た
柔
軟
さ

は
、
庄
内
赤
川
土
地
改
良
区
成
立
ま
で

の
複
雑
な
改
編
、
合
併
に
表
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特
に
土
地
改
良
区
が
水
源
涵
養
林
を

維
持
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を

知
る
こ
と
で
、
私
た
ち
が
い
か
に
水
を

大
切
に
守
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸

い
で
す
。

宇
都
宮
大
学
農
業
環
境
工
学
科
教
授

の
水
谷
正
一
さ
ん
が
『
土
地
改
良
区
と

流
域
管
理
—
と
く
に
水
源
涵
養
林
の
経

営
と
水
利
用
に
つ
い
て
—
』
と
い
う
論

文
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
明
治
用
水
の
水
源
涵
養
林
は
、
頭
首

工
地
点
の
流
域
面
積
約
９
２
０
h
に
対

し
て
約
4.5
h
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
か

ら
小
さ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
し
か
も
水
源
涵
養
林
の
経
営
は
、

収
益
事
業
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
時

代
に
な
っ
た
。
で
は
、
水
源
涵
養
林
の

保
全
の
意
義
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
い
い

か
」と

い
う
問
い
を
投
げ
か
け
、

１
　
外
部
者
に
対
し
て
は
、
利
水
者
自
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『
赤
川
沿
革
誌
』

赤
川
は
藤
沢
周
平
の
『
蝉
し
ぐ
れ
』

に
も
最
初
に
出
て
く
る
、
庄
内
を
代
表

す
る
川
で
す
。
庄
内
平
野
は
、
主
に
そ

の
赤
川
と
最
上
川
、
日
向
川

に
っ
こ
う
が
わ

、
月
光
川

な
ど
か
ら
の
流
出
土
砂
の
堆
積
な
ど
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
平
野
で
す
。
そ
し

て
、
赤
川
は
水
田
開
発
に
お
け
る
水
源

と
し
て
、
大
き
な
役
割
も
果
た
し
て
き

ま
し
た
。

赤
川
普
通
水
利
組
合
（
庄
内
赤
川
土
地
改

良
区
の
前
身
）
は
、
１
９
０
２
年
（
明
治
35
）

『
赤
川
沿
革
誌
』
を
刊
行
し
ま
し
た
が
、

長
い
時
間
の
経
過
と
と
も
に
本
は
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

昭
和
30
年
代
に
入
っ
て
、
赤
川
土
地

前川 勝朗さん

まえかわ かつろう

山形大学名誉教授　農学博士

1943年北海道中富良野町に生まれる。文部教官助手、助教授を

経て1991年山形大学教授（農学部）、2009年3月定年退職。専

門は農業水利学・水工学。

主な著書に、『農業水利学実習ガイド』（「水田パイプライン」

執筆／農業土木学会 1987）、『農業土木ハンドブック；改訂五

版、六版』（「水田灌漑施設」執筆／農業土木学会 1989、2000）、

『水利の風土性と近代化』（「農業水利施設の近代化過程」執

筆／東京大学出版会 1992）、『日本の河口』（「最上川」執筆／

古今書院 2010）ほか

改
良
区
連
合
が
赤
川
の
歴
史
を
ま
と
め

た
本
を
出
版
し
よ
う
と
企
画
し
、
い
ろ

い
ろ
資
料
を
あ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

当
時
、
庄
内
農
業
高
等
学
校
に
お
ら
れ

た
佐
藤
誠
朗

し
げ
ろ
う

さ
ん
（
の
ち
に
新
潟
大
学
教
授
）

に
、
あ
る
方
が
１
冊
の
本
を
持
参
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
が
『
赤
川
沿
革
誌
』
で

し
た
。
佐
藤
誠
朗
さ
ん
と
、
当
時
、
山

形
大
学
に
お
ら
れ
た
農
業
土
木
の
志
村

博
康
さ
ん
（
の
ち
に
東
京
大
学
教
授
）
の
お

二
人
が
、
そ
の
本
を
元
に
書
き
上
げ
た

の
が
、『
赤
川
史
』（
赤
川
土
地
改
良
区
連
合

１
９
６
６
）
で
す
。

１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
『
赤
川
沿
革

誌
』
の
復
刻
に
あ
た
り
、
初
代
の
『
赤

川
沿
革
誌
』
の
所
在
を
調
べ
ま
し
た
が
、

原
本
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
発
見
当
時
、
ブ
ル
ー
コ
ピ
ー

を
取
っ
た
も
の
が
現
存
し
て
い
た
の
で
、

復
刻
版
の
『
赤
川
沿
革
誌
』
は
そ
れ
を

元
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
当
時
の

ブ
ル
ー
コ
ピ
ー
の
原
紙
が
見
つ
か
り
、

山
形
大
学
農
学
部
図
書
館
に
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。

河
道
固
定
か
ら
始
ま
る

国
づ
く
り

鶴
岡
市
市
街
地
に
は
、
青
龍
寺
川

し
ょ
う
り
�
う
じ
が
わ

と

い
う
川
が
町
の
真
ん
中
を
流
れ
て
い
て
、

以
前
は
こ
れ
が
赤
川
の
本
流
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
最
上
義
光

も
が
み
よ
し
あ
き

が
城
を
築

い
た
と
き
に
、
山
側
の
東
岩
本
地
区
を

通
る
形
で
赤
川
を
東
遷
さ
せ
、
旧
河
道

は
青
龍
寺
川
と
し
て
農
業
用
水
路
に
利

用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

山
形
市
に
も
城
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

ち
ら
も
馬
見
ヶ
崎
川

ま
み
が
さ
き
が
わ

の
扇
状
地
で
、
山

側
に
川
を
寄
せ
て
旧
河
道
は
農
業
用
水

路
（
五
堰
）
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
河

川
の
流
路
を
固
定
で
き
る
治
水
技
術
が

発
達
し
た
段
階
で
、
扇
状
地
が
利
用
可

能
な
土
地
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

『
赤
川
史
』
に
よ
り
ま
す
と
、
赤
川
で

は
あ
る
区
間
、
左
岸
側
に
比
べ
右
岸
側

の
堤
防
天
端

て
ん
ば

高
を
低
く
つ
く
り
、
出
水

時
に
は
そ
ち
ら
側
に
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ

る
こ
と
で
、
守
る
べ
き
と
こ
ろ
（
城
下
町

側
）
の
安
全
を
図
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
当
時
の
治
水
の
考
え
方
で
す
。

『
蝉
し
ぐ
れ
』
の
よ
う
に
、
出
水
時
に

は
堤
防
を
人
為
的
に
切
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

赤
川
放
水
路
の
建
設

赤
川
普
通
水
利
組
合
は
、
明
治
以
降
、

国
や
県
に
よ
る
治
水
が
ほ
と
ん
ど
行
な

わ
れ
な
い
時
代
に
、
１
８
８
５
年
（
明

治
18
）
赤
川
筋
水
利
土
功
会
の
あ
と
を

受
け
て
１
８
９
２
年
（
明
治
25
）
組
織
さ

れ
ま
し
た
。
組
織
の
メ
ン
バ
ー
は
、
地

主
た
ち
で
す
。

こ
れ
ら
の
組
織
が
設
立
さ
れ
た
目
的

は
、
赤
川
の
改
修
で
す
。
記
録
に
よ
る

と
内
務
省
に
よ
る
工
事
は
低
水

て
い
す
い

工
事

（
河
岸
工
事
や
河
床
の
浚
渫
な
ど
、
主
に
利
水
の
た

1902年（明治35）赤川普通水利組合によって

刊行された『赤川沿革誌』の緒言には、

「河川管理の業務に従事する者の参考のために著され、

公文書を第一の情報源としているが、

古老のオーラルヒストリーによるところも大きく、

明治19年に火災により書類が散逸したので、

それ以前のことについては漏れがある」という趣旨のことが書いてあります。

庄内平野の水使いのルールの変遷や歴史は、

この貴重な文献によって、明らかにされました。

庄内平野の農業用水を熟知した前川勝朗さんが、

赤川水利についてひもときます。

庄内の里川 赤川と赤川頭首工
頭首工
とうしゅこう

（用水路の頭首に設置される工作物）
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め
に
行
な
う
工
事
）
で
、
高
水

こ
う
す
い

工
事
（
堤
防
工

事
や
放
水
路
の
整
備
な
ど
、
氾
濫
防
止
の
た
め
に
、

最
高
水
位
を
計
算
し
て
行
な
う
工
事
）
は
赤
川

普
通
水
利
組
合
が
行
な
っ
て
お
り
、
内

務
省
が
直
轄
事
業
と
し
て
赤
川
下
流
部

の
高
水
工
事
に
着
手
す
る
に
は
、
１
９

１
７
年
（
大
正
６
）
ま
で
待
た
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
伝
統
が
あ
る
せ
い
か
、
庄

内
の
人
た
ち
は
自
治
意
識
が
高
い
よ
う

で
す
。
逆
に
自
治
意
識
が
高
い
か
ら
、

こ
れ
だ
け
の
工
事
が
で
き
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

１
８
９
６
年
（
明
治
29
）
に
河
川
法
が

制
定
さ
れ
た
と
き
も
、
赤
川
が
河
川
法

適
用
に
な
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
内
務

省
の
低
水
工
事
に
か
か
わ
る
県
の
維
持

修
繕
事
業
を
組
合
に
移
管
し
て
ほ
し
い
、

と
い
う
請
願
ま
で
出
し
て
い
ま
す
。

１
６
７
２
年
（
寛
文
12
）
幕
命
を
受
け

た
河
村
瑞
賢

ず
い
け
ん

は
、
酒
田
か
ら
下
関
を
結

ぶ
西
廻
り
航
路
を
開
通
さ
せ
ま
し
た
。

内
陸
部
か
ら
の
米
や
紅
花
を
酒
田
に
運

び
、
酒
田
に
集
荷
し
て
上
方
（
関
西
地
方
）

に
送
る
こ
と
で
利
益
を
上
げ
て
い
た
庄

内
に
と
っ
て
、
最
上
川
の
舟
運
は
非
常

に
重
要
で
し
た
。
西
廻
り
航
路
が
開
通

し
て
か
ら
、
酒
田
は
さ
ら
に
重
要
な
経

済
都
市
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。

か
つ
て
、
庄
内
砂
丘
を
抜
け
て
日
本

海
に
注
ぐ
の
は
最
上
川
１
本
で
し
た
。

平
野
部
で
あ
る
最
上
川
下
流
部
に
赤
川

や
日
向
川
が
注
ぎ
込
ん
で
い
た
た
め
に
、

河
口
域
が
氾
濫
域
に
な
り
、
最
上
川
氾
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濫
水
の
逆
流
と
い
う
自
体
も
し
ば
し
ば

起
こ
り
ま
し
た
。
赤
川
筋
水
利
土
功
会

が
治
水
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
と

い
う
の
も
、
こ
う
い
う
背
景
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
す
。

以
前
か
ら
、
赤
川
下
流
域
の
水
害
を

防
ぐ
に
は
、
黒
森
山
と
い
う
山
を
掘
り

割
っ
て
庄
内
砂
丘
を
横
切
り
、
赤
川
を

日
本
海
に
直
接
放
流
す
る
人
工
水
路
の

開
削
が
有
効
だ
、
と
い
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
赤
川
下
流
は
酒
田
—
鶴
岡
間
に

お
け
る
重
要
な
舟
路
で
あ
り
、
合
意
を

得
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
た
。

し
か
し
、
内
務
省
が
低
水
管
理
し
て

い
た
地
域
に
国
道
を
通
す
た
め
に
湿
地

の
水
を
抜
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
、
１
９
１
７
年
（
大
正
６
）
直
轄
改

修
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

こ
の
辺
り
は
、
最
上
川
と
赤
川
の
真

ん
中
で
す
の
で
、
も
と
も
と
は
沼
地
で

す
。
国
土
地
理
院
の
地
図
で
一
番
古
い

１
９
１
３
年
（
大
正
２
）
の
地
図
に
は
、

ま
だ
湿
地
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
こ
に

国
道
が
通
っ
て
線
路
が
敷
か
れ
、
１
９

１
８
年
（
大
正
７
）
酒
田
—
鶴
岡
間
に
も

鉄
道
が
開
通
し
、
赤
川
は
舟
路
と
し
て

の
価
値
を
徐
々
に
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
内
務
省
は
最
上
川
と
赤
川

の
分
離
を
行
な
う
た
め
に
、
１
９
２
１

年
（
大
正
10
）
赤
川
放
水
路
建
設
事
業
に

着
手
、
１
９
３
６
年
（
昭
和
11
）
に
通
水

し
ま
し
た
。

信
濃
川
の
大
河
津

お
お
こ
う
づ

分
水
な
ど
も
同
じ

で
、
放
水
路
を
つ
く
っ
て
速
く
海
に
排

水
す
る
こ
と
で
下
流
域
の
洪
水
を
防
い

で
い
ま
す
。
日
向
川
も
同
様
に
、
１
８

０
７
〜
１
８
０
８
年
（
文
化
４
〜
５
）
下

流
の
水
は
け
を
良
く
す
る
た
め
に
新
川

掘
割
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
赤
川
新
川
完
成
後
も
、
旧
流
路

で
あ
る
旧
・
赤
川
は
、
最
上
川
に
注
ぐ

形
で
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
。
旧
・

赤
川
が
完
全
に
締
め
切
ら
れ
た
の
は
１

９
５
３
年
（
昭
和
28
）
の
こ
と
で
す
。

１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
、
６
年
の
歳

月
を
か
け
た
荒
沢
ダ
ム
が
赤
川
の
上
流

に
完
成
し
ま
し
た
。
洪
水
調
節
及
び
灌か

ん

漑が
い

用
水
、
水
力
発
電
と
い
う
多
目
的
ダ

ム
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
県
管
理
の
中
で

は
最
大
規
模
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

ダ
ム
の
建
設
に
よ
り
、
荒
沢
集
落
42
戸

２
０
０
余
名
が
移
転
し
ま
し
た
が
、
こ

こ
で
は
賠
償
金
で
は
な
く
代
替
え
地
を

出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
代
替
え

地
と
な
っ
た
の
が
、
赤
川
放
水
路
が
完

成
し
て
旧
河
道
に
な
っ
た
土
地
で
す
。

こ
れ
は
先
進
事
例
だ
と
い
う
こ
と
で
、

著
名
な
研
究
者
が
水
没
補
償
の
事
例
研

究
に
据
え
ま
し
た
。
今
で
も
往
時
の
流

路
跡
を
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
馬
暖
流
の
恩
恵
も

東
北
６
県
を
見
た
と
き
に
、
山
形
に

は
非
常
に
特
徴
的
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
大
変
豊
か
な
土
地
柄
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
冷
害
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、

例
え
ば
天
保
の
大
飢
饉
（
１
８
３
３
年
〈
天



保
４
〉
〜
１
８
３
９
年
〈
天
保
10
〉
終
息
年
に
は

諸
説
あ
り
）
の
と
き
で
も
、
娘
の
身
売
り

や
餓
死
者
が
出
な
か
っ
た
。
庄
内
に
出

て
く
れ
ば
生
き
延
び
ら
れ
た
。
文
献
に

は
そ
う
し
た
記
録
が
度
々
見
ら
れ
ま
す
。

生
物
の
分
布
に
も
そ
れ
が
表
わ
れ
て

い
ま
す
。
庄
内
に
は
、
南
方
系
の
植
物

が
結
構
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に

は
冷
害
が
な
い
。
ま
っ
た
く
な
い
と
は

言
え
ま
せ
ん
が
、
平
地
に
お
い
て
は
東

北
６
県
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と

言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
す
。
１
９
９

３
年
（
平
成
５
）
に
東
北
６
県
が
被
害
を

受
け
た
冷
害
の
と
き
も
、
庄
内
で
は
そ

れ
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
は
、
対
馬
暖
流
の
お
蔭
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
九
州
か
ら
上
が
っ
て
き
て
、

新
潟
沖
を
通
っ
て
、
秋
田
の
男
鹿
半
島

に
ぶ
つ
か
っ
て
拡
散
す
る
暖
流
で
す
。

一
方
、
北
か
ら
く
る
海
流
は
、
仙
台

〜
福
島
沖
を
通
っ
て
い
ま
す
。
面
白
い

こ
と
に
仙
台
の
ほ
う
が
鶴
岡
よ
り
緯
度

が
多
少
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
仙
台
市

緯
度：

38
度
16
分
　
鶴
岡
市
緯
度：

38
度
43
分
）
、

桜
の
開
花
が
遅
い
の
で
す
。

乾
田
馬
耕
の
普
及

庄
内
平
野
の
耕
作
面
積
は
お
よ
そ
４

万
ha
で
、
水
利
施
設
は
１
６
０
０
年
代

か
ら
本
格
的
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
半
ば
ま
で
の
稲
作
は
、
一
年
中
、

田
に
水
を
張
っ
た
ま
ま
の
湿
田
で
行
な

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、

乾
田
は
稲
作
が
終
わ
る
と
水
を
落
と
し

田
を
乾
燥
さ
せ
る
も
の
で
す
。
乾
燥
さ

せ
る
と
肥
料
分
が
吸
収
さ
れ
や
す
く
な

り
、
米
の
収
量
増
に
結
び
つ
き
ま
す
。
　
　
　

た
だ
、
耕
耘

こ
う
て
ん

作
業
に
は
大
変
な
労
力

が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
人
力
か

ら
馬
な
ど
に
頼
っ
た
耕
起
へ
移
行
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
水
田
を
乾
田
化

し
、
耕
耘
に
畜
力
を
利
用
す
る
農
法
を

乾
田
馬
耕

か
ん
で
ん
ば
こ
う

と
い
い
ま
す
。

記
録
に
よ
る
と
、
明
治
30
年
ご
ろ
乾

田
馬
耕
が
行
な
わ
れ
た
地
域
は
飽
海
郡
、

東
田
川
郡
合
わ
せ
て
八
千
数
百
町
歩
に

わ
た
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
も
、
酒
田

市
宮
内
と
鶴
岡
市
藤
島
地
区
（
旧
・
東
田

川
郡
藤
島
町
）
に
〈
乾
田
記
念
碑
〉
が
建

っ
て
い
ま
す
。

平
坦
地
に
水
を
掛
け
る
の
に
、
電
動

ポ
ン
プ
が
い
ち
早
く
使
わ
れ
ま
し
た
た

め
、
庄
内
は
〈
電
動
式
ポ
ン
プ
発
祥
の

地
〉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
町
溝

お
お
ま
ち
こ
う

は
、
上
杉
景
勝
の
重
臣
で
あ

る
甘
粕
景
継
が
１
５
９
１
年
（
天
正
19
）

最
上
川
右
岸
の
灌
漑
を
図
る
た
め
に
建

設
し
た
用
水
路
で
す
が
、
こ
こ
で
は
明

治
の
時
代
に
ド
イ
ツ
か
ら
揚
水
ポ
ン
プ

を
輸
入
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
１
基
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は
、
今
も
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
最
上
川
下
流
部
は
堤
防
も
未

完
成
で
澪
筋

み
お
す
じ

が
変
化
し
、
取
水
が
安
定

し
な
か
っ
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
の
揚

水
ポ
ン
プ
も
残
念
な
が
ら
長
く
使
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ

う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
新
し
い
も
の
を

取
り
入
れ
る
先
取
の
気
概
や
、
良
い
と

思
う
こ
と
は
率
先
し
て
取
り
込
ん
で
い

く
気
風
が
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

赤
川
頭
首
工
と
分
水
工

乾
田
馬
耕
は
畜
力
を
利
用
す
る
た
め

に
、
結
果
的
に
耕
作
面
積
が
増
え
た
。

効
率
的
に
耕
作
す
る
た
め
に
も
耕
地
整

理
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
、
明
治
末
の

耕
地
整
理
実
施
率
は
、
県
内
の
他
地
区

が
せ
い
ぜ
い
30
％
弱
な
の
に
比
べ
て
、

庄
内
で
は
50
％
以
上
と
な
り
ま
し
た
。

乾
田
馬
耕
と
い
う
と
田
ん
ぼ
が
乾
い

て
い
る
ん
だ
か
ら
水
が
少
な
く
て
も
済

む
ん
だ
ろ
う
、
と
勘
違
い
さ
れ
る
人
も

い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

春
先
に
一
斉
に
田
に
水
を
入
れ
る
た
め

に
、
一
時
期
に
た
く
さ
ん
の
水
が
必
要

で
す
。
赤
川
頭
首
工

と
う
し
�
こ
う

を
設
計
し
た
技
師

が
、「
乾
田
馬
耕
に
な
る
と
、
水
需
要

が
従
来
の
1.4
倍
に
な
る
」
と
予
測
し
て

い
る
ほ
ど
で
す
。
乾
田
馬
耕
に
よ
っ
て

用
水
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求

が
下
流
地
域
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
ま
で
の
水
利
権
で
は
処
理
で
き
な
い

課
題
と
な
り
ま
し
た
。

農
業
生
産
の
増
加
は
、
農
業
用
水
の

配
分
ル
ー
ル
を
見
直
す
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
し
た
。
上
流
の
発
電
ダ
ム
と
の

水
利
調
整
も
複
雑
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

地
元
で
は
大
鳥
湖
で
の
水
源
開
発
や
、

揚
水
機
を
使
っ
て
周
辺
の
河
川
か
ら
取

水
す
る
な
ど
と
い
っ
た
、
新
た
な
解
決

策
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

１
９
６
４
〜
１
９
７
４
年
（
昭
和
39
〜

49
）
に
行
な
わ
れ
た
国
営
赤
川
土
地
改

良
事
業
も
そ
の
一
環
で
す
。
受
益
面
積

１
万
２
０
０
０
ha
の
赤
川
頭
首
工
、
赤

川
揚
水
機
場
及
び
幹
線
用
水
路
が
新
設

さ
れ
ま
し
た
。
赤
川
頭
首
工
は
、
そ
れ

ま
で
あ
っ
た
九
つ
の
取
り
入
れ
口
を
合ご

う

口ぐ
ち

し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

河
川
か
ら
取
水
し
た
水
は
、
一
定
の

比
率
で
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
流
入
水
は

季
節
や
気
候
で
変
わ
り
ま
す
。
赤
川
頭

首
工
は
、
河
川
か
ら
の
取
水
直
後
に
、

流
入
量
が
変
わ
っ
て
も
比
率
が
変
わ
ら

な
い
よ
う
に
配
分
で
き
る
分
水
系
を
採

用
し
て
い
ま
す
。

流
入
水
は
２
系
統
に
分
け
ら
れ
、
一

方
は
開
水
路
で
流
れ
、
も
う
一
方
は
川

の
底
を
サ
イ
フ
ォ
ン
で
く
ぐ
ら
せ
た
管

路
の
流
れ
で
対
岸
に
達
し
ま
す
。
こ
の

〈
開
水
路
―
サ
イ
フ
ォ
ン
分
水
系
〉
の

流
れ
を
理
論
と
実
験
か
ら
導
い
た
の
が
、

志
村
博
康
さ
ん
で
す
。

分
水
工
と
い
う
の
は
、
水
路
を
流
れ

て
き
た
農
業
用
水
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

区
に
所
定
の
流
量
に
配
分
す
る
た
め
の

施
設
で
す
。
　

乾田馬耕が進むと水不足が一層進み、水争いが絶えなくなった。これを憂えた豪農・木村九
兵衛宅に婿養子に入った民吉は、電力を利用した灌漑に着目し、矢馳（やばせ）揚水機組合
を組織し電力揚水機を設置。その記念碑が、今も残る。

↓



分
水
工
に
は
、

１
　
ゲ
ー
ト
や
バ
ル
ブ
な
ど
を
使
っ
て

分
け
る
〈
操
作
式
分
水
工
〉

２
　
流
量
に
関
係
な
く
一
定
の
比
率
に

な
る
よ
う
に
水
を
分
け
る
〈
定
比

式
分
水
工
〉

３
　
流
量
が
変
化
し
て
も
一
定
流
量
の

水
を
分
け
る
た
め
に
ゲ
ー
ト
を
利

用
す
る
〈
定
量
式
分
水
工
〉

と
い
う
三
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

一
般
の
人
も
よ
く
知
っ
て
い
る
円
筒

分
水
工
、
開
水
路
で
速
い
流
れ
（
射
流
）

を
発
生
さ
せ
隔
壁
に
よ
る
堰
幅
が
ほ
ぼ

分
水
比
に
な
る
射
流
分
水
工
な
ど
が

〈
定
比
式
分
水
工
〉
に
含
ま
れ
ま
す
。

赤
川
頭
首
工
を
つ
く
っ
た
と
き
に
は
、

取
水
直
後
の
分
水
に
ゲ
ー
ト
で
分
水
量

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
難
し
か
っ

た
ん
で
す
が
、
昭
和
40
年
こ
ろ
か
ら

徐
々
に
、
中
小
の
分
水
工
に
お
い
て
も

水
量
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
な
う
た
め
に

ゲ
ー
ト
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
赤
川
頭
首
工
に
採
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
分
水
系
は
、
今
で
は
珍
し
い
も

の
に
な
り
ま
し
た
。

農
業
だ
け
で
は
な
く

地
域
全
体
へ

基
盤
整
備
な
ど
の
諸
事
業
で
、
用
水

路
も
整
備
さ
れ
て
、
次
は
配
水
管
理
で

す
。
配
水
管
理
の
仕
方
を
調
べ
て
い
く

と
、
地
域
ご
と
に
実
に
多
様
な
仕
方
を

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
試
し
て
み
て
、
う
ま
く
い
か
な
い

と
き
は
ロ
ー
カ
ル
な
特
徴
に
従
っ
て
工

夫
し
て
い
る
の
で
す
。
旱
魃

か
ん
ば
つ

の
と
き
に

河
川
か
ら
の
水
量
が
半
分
に
な
っ
た
と

き
に
、
水
量
半
分
で
全
体
に
配
水
す
る

の
も
一
つ
、
地
域
限
定
で
水
を
配
る

〈
番
水
〉
と
い
う
や
り
方
も
一
つ
で
す
。

実
際
に
旱
魃
に
な
っ
た
と
き
に
試
し

て
い
る
ん
で
す
。
国
営
事
業
の
幹
線
用

水
路
に
お
い
て
、
地
域
限
定
で
配
水
し

た
ら
、
水
路
側
壁
か
ら
あ
ふ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
い
う
経
験
も
し
て
、
国
営

事
業
の
幹
線
用
水
路
の
所
ま
で
は
河
川

か
ら
の
取
水
量
減
に
対
応
し
て
減
水
し

て
配
水
を
行
な
い
、
そ
の
先
の
中
小
の

支
線
用
水
路
に
ど
う
配
る
か
は
、
地
域

の
自
主
性
に
任
せ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
支
線
用
水
路
に

お
い
て
は
上
流
優
位
で
水
は
先
端
に
行

く
ほ
ど
少
な
く
な
る
。
そ
れ
で
、
下
流

の
田
ん
ぼ
の
稲
が
枯
れ
る
事
例
も
生
じ

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ル
ー
ル
を
つ
く

っ
て
、
公
平
に
田
に
水
が
行
き
渡
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
水
管
理
は
地
域
で
決
め
る
こ
と
が

肝
要
の
よ
う
で
す
。

東
北
６
県
で
冷
害
が
起
き
た
１
９
９

３
年
（
平
成
５
）
で
す
ら
、
山
形
大
学
の

農
場
で
採
れ
た
米
は
す
べ
て
１
等
米
で

し
た
。
こ
れ
は
、
巧
み
な
水
管
理
の
賜

物
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

庄
内
平
野
は
勾
配
が
１
／
２
０
０
０

な
ど
と
平
坦
で
す
か
ら
、
開
水
路
で
水

を
配
る
の
が
難
し
い
。
そ
れ
で
パ
イ
プ
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を
埋
設
し
て
ポ
ン
プ
で
圧
を
か
け
、
蛇

口
を
捻
る
と
水
が
出
る
よ
う
な
仕
組
み

に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
電
気
代
な

ど
の
維
持
管
理
費
が
か
さ
ん
で
、
こ
れ

だ
け
米
価
が
下
が
っ
て
く
る
と
苦
し
く

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

地
域
の
水
を
管
理
す
る
場
合
、
や
は

り
主
体
と
な
る
の
は
土
地
改
良
区
の
よ

う
で
す
。
何
し
ろ
、
長
年
水
管
理
に
携

わ
っ
て
き
た
水
の
専
門
家
な
の
で
す
か

ら
。
施
設
は
つ
く
れ
ば
終
わ
り
で
は
な

く
、
機
能
す
る
た
め
に
維
持
管
理
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
水
は
農
業
の
た
め
だ
け
に
あ

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
村
に
お
け

る
水
は
、
生
産
環
境
の
た
め
の
水
と
生

活
環
境
の
た
め
の
水
に
分
け
ら
れ
、
そ

れ
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
有
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
に
は
、
生
態
系
保
全
機

能
、
水
質
浄
化
機
能
、
地
下
水
涵
養
機

能
、
景
観
に
対
す
る
機
能
な
ど
が
含
ま

れ
ま
す
。
農
業
だ
け
で
は
な
く
、「
水

は
地
域
の
も
の
」
と
い
う
認
識
が
、
一

層
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

土
地
改
良
区
の
存
在
も
地
域
全
体
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
水
管
理
に
お
い

て
も
、
地
域
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
大

切
と
思
い
ま
す
。取

材：

２
０
１
２
年
９
月
11
日

左：開水路サイフォン分水系における取水直後の開水路側の様
子。
下：左の写真の水は、下の写真の水路で各受益地に運ばれてい
く。2系統に分けられたもう一方の流入水は、川の底をサイフォ
ンでくぐって対岸に達する。
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山
梨
県
都
留
市
十
日
市
場
と
夏
狩
地

区
に
は
、
富
士
山
に
降
っ
た
雨
が
30
年

程
か
け
て
湧
き
出
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
一
年
を
通
じ
て
水
温
は
、

15
℃
ほ
ど
。
そ
れ
が
水
路
を
通
っ
て
こ

こ
に
く
る
ま
で
に
12
〜
13
℃
ほ
ど
に
な

り
ま
す
。
地
下
水
の
温
度
は
、
そ
の
土

地
の
一
年
間
の
平
均
気
温
と
ほ
ぼ
同
じ

と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
冬
で

12
℃
と
い
え
ば
、
お
湯
の
よ
う
に
暖
か

く
感
じ
ま
す
。
冷
え
込
ん
だ
朝
に
は
、

水
路
に
湯
気
が
立
つ
ほ
ど
で
す
。

都
留
市
が
撮
影
し
た
航
空
写
真
に
は
、

冬
場
の
枯
れ
た
田
畑
に
青
々
と
し
た
水

掛
け
菜
の
田
が
写
っ
て
い
ま
す
。
水
掛

け
菜
は
ア
ブ
ラ
ナ
科
。
暖
か
い
湧
水
を

豊
富
に
使
え
る
こ
こ
で
し
か
、
つ
く
る

こ
と
が
で
き
な
い
地
域
限
定
の
菜
っ
葉

な
ん
で
す
。
明
治
時
代
、
も
し
か
す
る

と
そ
れ
以
前
か
ら
地
元
で
つ
く
り
続
け

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
内
陸
部
で
冷
え
込

み
が
厳
し
い
当
地
で
は
、
12
月
に
入
る

と
マ
イ
ナ
ス
５
℃
ほ
ど
ま
で
気
温
が
下

が
る
こ
と
も
ざ
ら
。
植
物
は
根
っ
こ
ま

で
凍
っ
て
、
生
長
で
き
ま
せ
ん
。
昔
は

冬
場
の
青
物
が
不
足
し
た
の
で
、
暖
か

い
湧
水
を
利
用
し
て
つ
く
る
水
掛
け
菜

は
、
大
変
貴
重
な
も
の
で
し
た
。

水
掛
け
菜
は
畝
で
つ
く
っ
て
、
畝
の

周
り
に
溝
を
切
っ
て
湧
水
を
流
し
ま
す
。

ま
ん
べ
ん
な
く
湧
水
が
流
れ
る
よ
う
に
、

溝
は
一
筆
描
き
に
な
る
よ
う
に
切
っ
て
、

湧
水
の
暖
か
さ
で
畝
を
暖
め
て
根
っ
こ

を
凍
ら
せ
な
い
工
夫
な
ん
で
す
。

静
岡
県
御
殿
場
市
の
裾
野
に
も
長
野

県
の
北
杜
市
に
も
水
掛
け
菜
と
い
う
菜

っ
葉
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う

も
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
裾
野
の
水
掛
け

菜
は
少
し
ぴ
り
っ
と
し
て
固
い
た
め
に
、

漬
物
に
す
る
そ
う
で
す
。

こ
こ
ら
辺
り
で
は
、
お
雑
煮
に
水
掛

け
菜
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
生

産
者
は
年
末
に
向
け
て
生
産
す
る
の
で

す
。
10
月
10
日
を
目
処
に
、
そ
の
年
の
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シ
リ
ー
ズ
里
川

富
士
山
湧
水
の
恵
み-

水
掛
け
菜

堀口 校さん

ほりぐち ただす

山梨県都留市十日市場
奥様のけい子さんが、渉外担当。
ご夫妻で、公立大学法人都留文科
大学の学生たちに農業指導も行な
っている。

冬枯れの農地を写した航空写真。緑色に見えるのが、
水掛け菜の田んぼだ。（写真提供／山梨県都留市役所）
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気
候
を
睨
み
な
が
ら
前
後
２
日
間
の
調

整
を
し
な
が
ら
種
を
播
き
ま
す
。
ク
リ

ス
マ
ス
ケ
ー
キ
と
一
緒
で
、
時
期
を
外

し
た
ら
ガ
ク
ン
と
価
値
が
下
が
り
ま
す
。
　

12
月
に
は
青
々
し
て
い
た
葉
っ
ぱ
も
、

１
月
に
入
る
と
寒
風
に
当
た
っ
て
傷
み

ま
す
。
で
も
、
年
を
越
し
た
水
掛
け
菜

の
ほ
う
が
本
当
は
お
い
し
い
。
葉
っ
ぱ

の
生
長
が
一
段
落
す
る
と
、
今
度
は
葉

っ
ぱ
の
厚
み
を
増
す
ほ
う
に
変
わ
る
か

ら
で
す
。
寒
さ
が
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い

ほ
ど
、
植
物
も
「
生
き
残
る
ぞ
」
と
い

う
危
機
感
か
ら
甘
味
が
増
す
の
で
す
。

今
年
は
寒
さ
の
た
め
に
う
ま
く
育
た
な

か
っ
た
。
で
も
、
小
さ
く
て
も
引
っ
張

り
だ
こ
で
し
た
。
店
頭
で
１
把
３
６
０

円
と
い
う
記
憶
に
残
る
内
で
最
高
額
が

つ
き
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
一
般
市
場
に
流
通
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
親
類
や

友
人
に
分
け
る
た
め
だ
け
に
個
人
的
に

つ
く
る
人
が
多
い
の
で
す
。
私
は
何
年

か
前
に
〈
十
日
市
場
水
掛
け
菜
生
産
グ

ル
ー
プ
〉
を
つ
く
っ
て
、
１
畝
ご
と
に

買
い
取
る
水
掛
け
菜
オ
ー
ナ
ー
制
を
始

め
ま
し
た
。
東
京
か
ら
近
い
の
に
知
名

度
に
欠
け
る
都
留
に
来
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
湧
水
の
豊
か
さ
を
味
わ
っ
た
り
、

自
分
で
収
穫
す
る
楽
し
み
も
経
験
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

水
掛
け
菜
は
米
を
つ
く
っ
た
あ
と
の

水
田
を
利
用
し
て
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

春
ま
で
残
し
て
お
け
ば
、
黄
色
い
菜
の

花
が
咲
い
て
き
れ
い
だ
し
お
い
し
い
ん

で
す
が
、
雑
草
が
増
え
る
の
で
、
２
月

10
日
に
は
耕
し
て
漉
き
込
ん
で
し
ま
い

ま
す
。
種
取
り
用
の
水
掛
け
菜
は
、
畑

地
で
別
に
栽
培
し
て
い
ま
す
。

十
日
市
場
と
夏
狩
地
区
に
は
水
利
組

合
が
な
い
、
と
言
う
と
、
み
な
さ
ん
と

て
も
驚
か
れ
ま
す
。
み
ん
な
が
自
由
に

水
を
使
っ
て
い
て
も
争
い
に
な
ら
な
い

ほ
ど
の
水
量
が
あ
り
、
長
い
間
、
涸
れ

る
こ
と
も
あ
ふ
れ
て
困
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
所
で
は
、

水
が
得
ら
れ
な
く
て
激
し
い
水
争
い
の

歴
史
が
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
水
の
苦

労
と
は
無
縁
で
し
た
。

都
留
に
は
養
蚕
や
機
織
り
が
行
な
わ

れ
て
い
た
の
と
併
せ
て
、
水
が
豊
富
な

の
で
動
力
水
車
が
小
水
力
発
電
機
に
移

行
し
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら

精
密
機
械
産
業
も
発
展
し
ま
し
た
。
農

業
だ
け
で
生
活
し
て
き
た
土
地
柄
で
な

い
の
で
す
。

私
は
水
掛
け
菜
だ
け
で
は
な
く
、
イ

ン
ゲ
ン
豆
も
エ
ン
ド
ウ
豆
も
水
ネ
ギ
も

自
分
で
種
を
取
っ
て
育
て
て
き
ま
し
た
。

私
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
人
も
ほ
と
ん

ど
が
そ
う
で
す
。
専
業
農
家
と
し
て
流

通
さ
せ
る
作
物
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
み
ん
な
自
家
採
取
を

長
年
当
た
り
前
に
続
け
て
き
ま
し
た
。

食
べ
比
べ
て
み
た
ら
、
生
産
地
の
違

い
ど
こ
ろ
か
、
私
と
お
隣
り
さ
ん
で
違

う
ほ
ど
、
つ
く
る
人
限
定
の
味
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

取
材：

２
０
１
3
年
１
月
24
日

上段：雪が降ると、水路が一筆書きになっていることがよくわかる。
下段：堀口さんが自家採種しているさまざまな種。一番右が水掛け菜の種。細かい種は取るのに手間がかかる。
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武
蔵
野
台
地
の
上
に
あ
る
杉
並
区
に

は
、
北
か
ら
妙
正
寺
川
、
善
福
寺
川
、

神
田
川
の
３
本
の
川
が
流
れ
て
い
る
。

善
福
寺
川
は
杉
並
区
を
北
西
か
ら
南

東
に
貫
く
よ
う
に
流
れ
、
中
野
区
の
中

野
富
士
見
町
駅
（
地
下
鉄
丸
ノ
内
線
）
付
近

で
神
田
川
に
合
流
す
る
。
善
福
寺
池

（
上
池
・
下
池
）
を
源
と
す
る
が
、
都
市
化

と
と
も
に
流
入
す
る
水
量
が
激
減
。
渇

水
を
防
ぐ
た
め
、
善
福
寺
池
か
ら
水
が

流
出
す
る
美
濃
山
橋
の
た
も
と
で
、
１

９
８
９
年
（
平
成
元
）
か
ら
下
水
高
度
処

理
水
を
放
水
し
て
い
る
。

中
流
域
に
あ
る
都
立
の
善
福
寺
川
緑

地
と
和
田
堀
公
園
は
、
都
内
の
川
沿
い

に
は
珍
し
く
広
い
敷
地
（
全
長
約
4.2
km
）

を
持
っ
た
緑
地
帯
で
、
休
日
に
は
た
く

さ
ん
の
人
で
賑
わ
う
人
気
ス
ポ
ッ
ト
。

和
田
堀
公
園
の
池
に
は
カ
ワ
セ
ミ
な
ど

の
野
鳥
が
飛
来
し
、
愛
好
家
が
カ
メ
ラ

を
構
え
て
待
つ
姿
が
多
く
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
善
福
寺
川
自
体
は
矢
板
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
に
な
っ
て
い
て
、

し
か
も
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
川
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
箇
所
は

限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
緑
地
以
外
で
は
川
沿
い
の
歩

道
は
非
常
に
狭
く
、
人
が
す
れ
違
え
な

い
ほ
ど
。
排
水
路
化
し
た
東
京
の
川
と

い
う
姿
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
善
福
寺
川
を
巡
る
井
荻
小
学
校

の
活
動
は
、
社
会
科
の
授
業
を
き
っ
か

け
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
だ
。

学校の中を川が流れている、

そんなすごい小学校が東京都杉並区にあります。

井荻小学校の校庭には善福寺川が流れ、

かつて子どもたちは自由に川を行き来していました。

現在は、簡単に川に入ることはできませんが、

井荻小学校の子どもたちは

善福寺川に近づき始めています。

心理的に遠ざかった川との関係を修復しようとする

井荻小学校の活動を追いました。

目指せ、善福寺川再生！

き
っ
か
け
は
京
都
・
鴨
川

住
谷
陽
子
先
生
は
、
２
０
０
９
年

（
平
成
21
）
井
荻
小
学
校
に
赴
任
し
て
、

最
初
に
５
年
生
を
受
け
持
っ
た
。

５
年
生
の
社
会
の
授
業
の
中
に
、

「
私
た
ち
の
生
活
と
環
境
」
と
い
う
授

業
が
あ
っ
て
、
京
都
の
鴨
川
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
生
活
や
環
境

を
守
る
こ
と
は
す
ご
く
大
事
で
、
制
度

的
な
問
題
も
あ
る
け
れ
ど
住
民
一
人
ひ

と
り
が
考
え
て
い
く
こ
と
も
大
切
、
と

い
う
こ
と
を
学
び
の
目
的
と
し
た
単
元

だ
っ
た
。

一
時
期
と
て
も
汚
く
な
っ
た
鴨
川
を
、

ど
う
や
っ
て
今
の
よ
う
に
き
れ
い
に
変

え
て
い
っ
た
か
と
い
う
話
の
中
に
、
地

域
の
人
た
ち
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ

て
い
た
。
井
荻
小
学
校
が
で
き
た
当
初

は
、
校
庭
の
中
に
流
れ
て
い
る
善
福
寺

川
に
は
、
い
つ
で
も
入
れ
る
状
態
だ
っ

た
。
そ
こ
で
住
谷
先
生
は
、
京
都
の
鴨

川
と
い
う
ど
こ
か
の
知
ら
な
い
場
所
で

は
な
く
て
、
学
校
の
中
に
あ
る
善
福
寺

川
と
対
比
し
な
が
ら
学
習
し
よ
う
と
思

っ
た
と
い
う
。

授
業
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、「
鴨
川

が
変
化
し
た
の
は
わ
か
っ
た
け
れ
ど
、

今
の
善
福
寺
川
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
疑
問
が
、
子
ど
も
た
ち
の

中
か
ら
湧
い
て
出
た
。

そ
れ
で
住
谷
先
生
は
そ
れ
ま
で
も
野

鳥
観
察
な
ど
で
環
境
教
育
を
支
援
し
て

く
れ
て
い
た
〈
す
ぎ
な
み
環
境
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
〉
の
境
原
達
也
さ
ん
に
、
今
の

善
福
寺
川
に
つ
い
て
話
を
し
て
も
ら
う

機
会
を
持
つ
こ
と
に
し
た
。

N
P
O
法
人
す
ぎ
な
み
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
設
立
。
環
境
保
全
分
野
に

お
い
て
、
市
民
が
主
体
的
に
活
動
し
、
行
政
や
事
業

者
と
協
働
す
る
こ
と
で
、
生
活
環
境
の
向
上
を
図
り
、

地
球
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。

「
境
原
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
資
料
を
集
め

て
、
区
か
ら
の
情
報
を
伝
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
杉
並
区
で
も
き
れ
い
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ま
だ
ま

だ
で
き
て
い
な
い
の
が
実
状
だ
っ
た
ん

で
す
」

待
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ

始
ま
ら
な
い

あ
る
日
の
朝
、
３
〜
４
人
の
子
ど
も

た
ち
が
突
然
教
室
の
前
に
出
て
き
て
、

「
善
福
寺
川
が
き
れ
い
に
な
れ
ば
い
い

と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
い
つ
も
い
つ

も
他
人
を
待
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
い
け
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
い
出
し
た
。

そ
し
て
「
自
分
た
ち
の
で
き
る
こ
と
を

や
ろ
う
」
と
訴
え
た
と
い
う
。

「
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
も
『
や
ろ
う
』

っ
て
言
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
言
い
出

し
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

す
ご
く
う
れ
し
い
こ
と
で
『
じ
ゃ
あ
、

ど
う
や
っ
て
き
れ
い
に
し
よ
う
か
』
と

い
う
話
に
な
り
ま
し
た
」

教
室
の
後
ろ
に
張
り
出
し
た
、
自
分

井荻小学校から始まった川へのアプローチ

目指せ、善福寺川再生！



43 目指せ、善福寺川再生！

た
ち
の
思
い
を
ま
と
め
た
言
葉
の
書
き

出
し
は
、『
前
の
授
業
で
川
に
入
り
た

い
ね
、
と
い
う
話
が
出
た
け
れ
ど
、
た

だ
見
て
い
て
も
き
れ
い
に
な
る
わ
け
じ

ゃ
な
い
か
ら
、
川
を
き
れ
い
に
す
る
会

を
つ
く
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
イ
エ
〜

イ
！
』
そ
の
あ
と
に
は
、
以
下
の
よ
う

な
言
葉
が
続
き
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
、

最
初
か
ら
本
質
的
な
こ
と
を
目
指
し
て

い
た
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

・
目
的
は
、
ゴ
ミ
ゼ
ロ
を
目
指
そ
う
。

・
め
っ
ち
ゃ
、
き
れ
い
だ
っ
た
ら
ポ
イ

捨
て
し
に
く
い
じ
ゃ
ん
。

・
ど
ん
ど
ん
広
め
て
、
み
ん
な
の
意
識

変
え
ち
ゃ
お
う
。

・
無
理
せ
ず
、
長
く
続
け
よ
う
。

・
最
終
的
に
善
福
寺
川
を
鴨
川
に
負
け

な
い
ぐ
ら
い
き
れ
い
に
し
よ
う
。

ま
ず
は
周
辺
の
清
掃

「
こ
の
子
た
ち
は
、
川
の
中
に
入
り
た

か
っ
た
。
で
も
、
川
に
入
る
に
は
許
可

が
必
要
。
じ
ゃ
あ
、
で
き
る
こ
と
か
ら

始
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
周
辺
が
き

れ
い
に
な
れ
ば
川
の
中
に
ゴ
ミ
が
落
ち

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
道
路
掃
除
を

始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
放
課
後
の
活
動

と
し
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

習
い
事
や
塾
が
あ
っ
て
、
曜
日
に
よ

っ
て
来
ら
れ
る
子
が
違
っ
て
く
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
の
で
、
毎
日
や
る
こ
と
に

な
っ
て
、
曜
日
ご
と
の
分
担
表
を
つ
く

り
ま
し
た
。

じ
ゃ
あ
、
先
生
は
ゴ
ミ
拾
い
の
ト
ン

グ
と
か
道
具
を
準
備
し
た
り
、
道
具
置

き
場
を
整
備
し
た
り
す
る
ね
、
と
言
っ

て
、
危
な
く
な
い
よ
う
に
車
が
通
ら
な

い
所
、
美
濃
山
橋
か
ら
井
荻
小
学
校
ま

で
の
掃
除
が
、
２
０
０
９
年
度
（
平
成
21
）

の
３
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

『
６
年
生
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
』

と
聞
く
と
、『
も
ち
ろ
ん
、
続
け
る
』

と
い
う
答
え
で
し
た
。
途
中
で
少
し
下

火
に
な
っ
た
と
き
も
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
、
毎
日
の
よ
う
に
来
て
い
る
子
ど
も

も
い
た
り
し
て
、
み
ん
な
で
声
を
か
け

な
が
ら
、
続
け
て
い
っ
た
ん
で
す
」

善
福
寺
川
に
入
る

そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
見
て

い
て
、
川
に
入
っ
て
清
掃
で
き
る
よ
う

に
杉
並
区
に
申
請
し
て
く
れ
た
の
が
、

〈
学
校
支
援
本
部
い
お
ぎ
丸
〉
の
岩
渕

晴
子
さ
ん
だ
。
そ
う
し
て
２
０
１
０
年

（
平
成
22
）
９
月
に
、
と
う
と
う
善
福
寺

川
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

学
校
支
援
本
部

２
０
０
６
年
（
平
成
18
）
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本

法
で
新
設
さ
れ
た
「
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
住
民
等

の
相
互
の
連
携
協
力
」
の
規
定
に
基
づ
い
て
つ
く
ら

れ
た
組
織
。
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
の
傾
向
に
あ
る

学
校
の
役
割
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
学
校
・
家

庭
・
地
域
の
連
携
協
力
の
も
と
で
学
校
教
育
を
進
め

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
文
部
科
学
省
の

組
織
で
は
な
く
、
任
意
団
体
。

「
そ
れ
ま
で
も
私
た
ち
は
、
川
に
下
水

が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い

た
ん
で
す
。
東
京
都
23
区
で
は
合
流
式

下
水
道
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
下
水

の
中
に
雨
水
も
一
緒
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
雨
が
降
っ
て
下
水
道
管
で

受
け
止
め
き
れ
な
い
量
に
な
る
と
、
汚

水
ま
じ
り
の
雨
水
が
下
水
処
理
場
の
ほ

う
に
い
か
な
い
で
、
下
水
道
の
隔
壁
を

越
流
し
て
川
に
直
接
入
っ
て
し
ま
う
ん

で
す
。

知
識
と
し
て
知
っ
て
は
い
た
も
の
の
、

実
際
に
川
に
入
っ
て
み
た
ら
、
あ
ま
り

の
臭
い
と
ゴ
ミ
の
多
さ
に
び
っ
く
り
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

川
の
中
に
は
ガ
マ
や
葦
が
生
え
て
い

る
ん
で
す
が
、
そ
の
根
元
に
び
っ
し
り

と
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
が
絡
み
つ
い

て
い
る
。
そ
れ
が
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
で

し
た
。
空
き
缶
も
相
当
た
く
さ
ん
出
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
川
の
中
の
清

掃
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
溜

ま
っ
て
い
た
ゴ
ミ
が
、
最
初
の
年
の
清

掃
で
い
っ
ぱ
い
出
て
き
た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
ゴ
ミ
を
集
め
て
き
て
、
ど

ん
な
ゴ
ミ
が
多
い
の
か
を
調
べ
た
り
し

ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
自
分
た
ち
に
何

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
な
げ
て
い
き
ま
し
た
」

外
部
へ
発
信

井
荻
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
、
自

分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て

「
保
護
者
に
訴
え
る
こ
と
」
を
挙
げ
た
。

そ
れ
で
学
校
公
開
の
授
業
参
観
の
と
き

に
、
川
調
べ
の
ま
と
め
の
発
表
を
行
な

妙正寺川

西荻窪
吉祥寺

新
宿

東
京

石神井川

神田川

井の頭公園

妙法寺公園

神田川

隅
田
川

善福寺川

善福寺池 井荻小学校

仙川

2012年（平成24）には、8月31日に
6年生が善福寺川に入って川掃除と
水質、生きものの調査を行なった。

左下：善福寺下池から川に水が流
れ込む直後の美濃山橋下から入っ
ていく子どもたち。普段は鍵がか
かっていて、自由に入ることはで
きない。右：川の中に丸く見える
部分に菖蒲や葦などが植わってい
たり、湧水が湧く箇所もある。し
かし、ヘドロ状になっているため
大人でも足を取られて抜けられな
くなることも。
地図：国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル
25000)「東京」及び、国土交通省国土数値情
報「河川データ（平成20年）、高速道路時系
列データ（平成23年）」より編集部で作図

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。
（承認番号　平24情使、 第750号）



す
。
こ
の
子
ど
も
た
ち
が
卒
業
す
る
と

き
に
な
っ
て
、
じ
ゃ
あ
、
何
を
残
し
た

い
か
、
と
聞
い
た
と
き
『
５
年
生
に
引

き
継
い
で
ほ
し
い
』
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
５
年
生
が
６
年
生
に
な

っ
た
と
き
、
た
ま
た
ま
私
が
担
任
に
な

っ
た
ん
で
す
。

強
制
的
に
や
ら
せ
た
く
は
な
か
っ
た

ん
で
す
が
（
ど
う
し
よ
う
か
な
）
と
思

っ
て
道
徳
の
時
間
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
つ
い
て
聞
い
て
み
ま
し
た
。『
君

た
ち
に
で
き
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は

な
い
か
な
』
と
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、

み
ん
な
異
口
同
音
に
『
善
福
寺
川
の
清

掃
活
動
！
』
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

５
年
生
も
６
年
生
の
活
動
を
ず
っ
と

知
っ
て
い
た
し
、
境
原
さ
ん
の
指
導
で
、

教
師
や
大
人
か
ら
習
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

善
福
寺
川
の
こ
と
は
６
年
生
に
習
お
う
、

と
い
っ
た
授
業
も
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
６
年
生
の
活
動
を
見
て
、

話
を
聞
く
こ
と
で
、
５
年
生
の
中
で
か

な
り
川
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
た
ん

で
す
ね
。

そ
れ
で
話
し
合
っ
て
、
清
掃
は
週
１

回
の
活
動
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
し
曜
日
を
固
定
し
て

し
ま
う
と
、
そ
の
曜
日
に
都
合
が
悪
い

子
ど
も
は
ず
っ
と
参
加
で
き
ま
せ
ん
か

ら
、
曜
日
は
順
繰
り
に
変
え
て
い
き
ま

し
た
。

こ
の
一
連
の
活
動
を
知
っ
た
テ
レ
ビ

東
京
の
「
す
な
っ
ぷ
」
と
い
う
番
組
で
、

野
鳥
観
察
と
川
の
中
で
の
活
動
と
い
う

こ
と
で
、
１
年
を
通
じ
て
取
材
に
来
ら

れ
、
２
回
も
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

こ
う
し
て
２
年
間
、
活
動
が
続
い
た

わ
け
で
す
が
、
今
の
６
年
生
た
ち
も
引

き
継
ぎ
式
を
し
て
、
３
月
に
卒
業
す
る

６
年
生
か
ら
バ
ト
ン
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。

う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
新
６
年
生
が

『
６
年
生
に
な
っ
て
』
と
い
う
児
童
代

表
の
発
表
の
と
き
に
『
一
番
頑
張
り
た

い
の
は
清
掃
活
動
で
す
』
と
い
う
言
葉

が
す
っ
と
出
て
き
た
の
で
す
。
６
年
生

に
な
っ
た
ら
、
清
掃
を
す
る
ん
だ
と
い

う
意
識
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
子
ど
も

た
ち
の
心
に
根
づ
い
て
き
て
い
ま
す
」

川
へ
の
関
心
を
促
し
た
も
の

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
こ
の
活
動
の

基
礎
を
つ
く
っ
た
初
代
の
子
ど
も
た
ち

が
中
学
２
年
生
に
な
っ
た
と
き
、
７
月

に
中
学
２
年
生
か
ら
小
学
校
５
年
生
ま

で
四
つ
の
学
年
で
一
緒
に
清
掃
活
動
を

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
い
う
活
動
が
可
能
に
な
っ
た
の

は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
善
福
寺
川

が
非
常
に
親
し
い
川
だ
っ
た
こ
と
、

〈
す
ぎ
な
み
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉
の

人
た
ち
と
野
鳥
観
察
を
ず
っ
と
続
け
て

い
た
こ
と
が
大
き
い
。

〈
す
ぎ
な
み
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉
の

メ
ン
バ
ー
で
井
荻
小
学
校
の
環
境
教
育

を
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
境
原
達
也
さ
ん
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う
こ
と
に
し
た
。

川
に
入
っ
た
の
は
１
回
だ
け
。
で
も
、

周
辺
の
掃
除
は
ず
っ
と
続
け
て
い
た
の

で
、
何
と
か
認
め
て
あ
げ
た
い
と
い
う

住
谷
先
生
た
ち
の
思
い
も
あ
っ
た
。
２

０
１
０
年
（
平
成
22
）
11
月
に
杉
並
区
か

ら
青
少
年
表
彰
を
受
賞
し
た
と
き
に
は
、

正
し
い
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
認
め
て
く

れ
る
ん
だ
、
と
励
み
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。
子
ど
も
た
ち
が
「
大
人
が
認
め
て

く
れ
た
」
と
言
っ
て
す
ご
く
喜
ん
だ
と

い
う
。

杉
並
区
で
も
善
福
寺
川
に
自
然
を
取

り
戻
そ
う
と
い
う
動
き
が
始
ま
っ
て
い

て
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
卒
業
間
近

の
２
月
に
、
井
荻
小
学
校
も
そ
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
第
一
部
で
発
表
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
第
二
部
は
専
門
家
の
発
表

だ
っ
た
が
、
井
荻
小
学
校
の
発
表
は
、

専
門
家
た
ち
に
も
絶
賛
さ
れ
た
。

発
表
資
料
に
は
、
子
ど
も
た
ち
に
何

か
残
せ
る
も
の
を
と
い
う
こ
と
で
、
一

人
ひ
と
り
が
善
福
寺
川
に
つ
い
て
ま
と

め
た
〈
１
枚
シ
ー
ト
〉
を
使
っ
た
。
井

荻
小
学
校
の
ほ
か
の
学
年
の
子
ど
も
た

ち
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
、
朝
会
の
と

き
、
同
じ
内
容
を
全
校
生
徒
に
向
け
て

発
表
し
、
善
福
寺
川
へ
の
想
い
は
井
荻

小
学
校
全
体
に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。

次
世
代
に
引
き
継
ぐ

「
最
初
に
清
掃
を
始
め
た
子
ど
も
た
ち

は
、
今
は
中
学
２
年
生
に
な
っ
て
い
ま

上：湧水ポイントで水質調査
をする。
左：きっかけとなった最初の
5年生を担任した住谷陽子先
生。
右：川掃除前の打ち合わせ。
教師だけでなく地域の人な
ど、多くの人によってサポー
トされている活動だ。

出前授業の「アスファルトとコンクリートで固めたから、雨
が地中浸透しないで川がすぐにあふれる」「生きものに大切
なのは水際」という言葉を受け止めて描かれたイラスト。



に
も
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

「
野
鳥
観
察
は
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）

か
ら
続
い
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
井
荻

小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
、
野
鳥
の
名

前
を
い
っ
ぱ
い
知
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

環
境
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
機
会
が
、

な
か
な
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。

住
谷
先
生
が
赴
任
し
た
翌
年
に
、
理

科
専
科
に
古
野

ふ
る
の

博
先
生
が
来
た
こ
と
も

大
き
か
っ
た
。
古
野
先
生
が
川
の
活
動

と
野
鳥
観
察
を
重
ね
て
、
総
合
的
な
活

動
案
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
３
年

生
で
生
き
も
の
に
親
し
み
、
４
年
生
で

社
会
と
絡
め
て
川
の
学
習
を
し
、
５
年

生
で
水
質
検
査
を
し
、
６
年
生
で
清
掃

活
動
に
い
く
、
と
い
う
系
統
的
な
流
れ

を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。

野
鳥
観
察
に
は
、〈
す
ぎ
な
み
環
境

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉
か
ら
多
く
の
メ
ン
バ

ー
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
、
全
校
発
表
の
と
き
に
、
そ
の
方
々

を
招
待
し
た
の
で
す
が
、『
一
緒
に
野

鳥
観
察
を
し
て
き
た
こ
と
が
、
子
ど
も

の
中
で
こ
ん
な
風
に
熟
成
す
る
と
は
思

わ
な
か
っ
た
』
と
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
野
鳥
へ
の
関
心
を
き
っ
か

け
に
し
て
、
善
福
寺
川
や
環
境
意
識
に

も
関
心
を
広
げ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の

で
す
。

４
年
生
の
川
に
つ
い
て
の
学
習
で
は
、

ま
ず
川
へ
の
想
い
や
気
づ
き
を
促
す
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
な
い
ま
す
。
次
に

川
に
入
っ
て
思
う
存
分
に
遊
ん
で
か
ら
、

３
回
目
に
地
域
の
長
老
の
方
か
ら
も
川

45 目指せ、善福寺川再生！

に
つ
い
て
学
び
、
４
回
目
に
自
分
が
調

べ
た
い
こ
と
を
決
め
て
（
テ
ー
マ
選
定
）
、

調
べ
学
習
に
移
り
ま
す
。

２
回
目
の
段
階
で
川
に
入
っ
て
遊
ぶ

こ
と
を
体
感
し
な
い
と
、
次
の
段
階
に

進
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
単
な
る
机

上
の
学
習
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

２
０
１
０
年
（
平
成
22
）
に
は
、
４
年

生
に
『
好
き
』『
嫌
い
』『
不
思
議
』

『
秘
密
』
の
四
つ
の
項
目
に
つ
い
て
聞

き
ま
し
た
。
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、

『
好
き
』
か
『
嫌
い
』
か
は
す
ぐ
に
言

え
る
ん
だ
け
れ
ど
、
『
不
思
議
』
や

『
秘
密
』
に
つ
い
て
は
、
実
体
験
に
基

づ
く
訓
練
を
し
て
い
な
い
か
ら
出
て
こ

な
い
。
た
く
さ
ん
の
経
験
を
し
な
が
ら

掘
り
起
こ
し
て
い
く
と
、
そ
れ
が
ど
ん

ど
ん
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」

川
調
べ
は
〈
善
福
寺
川
博
士
〉
と
い

う
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
、
積
極
的
に
行
な
わ

れ
て
い
る
。
井
荻
小
学
校
の
こ
う
し
た

活
動
を
可
能
に
し
た
の
は
、
や
は
り
住

谷
先
生
や
古
野
先
生
と
い
う
指
導
者
の

力
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
そ
の
想
い
は
全

校
に
共
有
さ
れ
て
、
現
在
の
担
任
で
あ

る
小
室
純
子
先
生
と
工
藤
尋
大

の
り
ひ
ろ

先
生
に
、

そ
し
て
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
か
ら
東

海
林
孝
吉
先
生
か
ら
校
長
を
引
き
継
い

だ
梅
津
典
子
先
生
へ
と
引
き
継
が
れ
て

い
る
。

学
び
の
波
及
効
果

実
は
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
九
州
大
学
工
学
研
究

院
教
授
の
島
谷
幸
宏
さ
ん
も
、〈
善
福

寺
川
を
里
川
に
カ
エ
ル
会
〉
通
称
〈
善ぜ

ん

福
蛙

ぷ
く
か
え
る〉

と
い
う
会
を
つ
く
っ
て
善
福
寺

川
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
井
荻
小

学
校
と
は
、〈
善
福
蛙
〉
の
活
動
を
通

じ
て
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
12
月
２
日
に

行
な
わ
れ
た
〈
善
福
寺
川
フ
ォ
ー
ラ
ム
〉

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
発
表
す
る
こ
と
に

な
っ
た
井
荻
小
学
校
か
ら
、〈
善
福
蛙
〉

に
専
門
的
な
内
容
の
質
問
が
き
た
と
き

に
、『
水
の
文
化
』
42
号
で
登
場
し
て

く
だ
さ
っ
た
中
村
晋
一
郎
さ
ん
（
東
京
大

学
総
括
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
機
構
「
水
の
知
」
総
括
寄

付
講
座
特
任
助
教
）
が
、「
直
接
、
子
ど
も

た
ち
に
答
え
た
い
！
」
と
申
し
出
て
、

急
遽
、
出
前
講
座
を
や
ら
せ
て
も
ら
う

こ
と
に
な
っ
た
。

〈
善
福
寺
川
フ
ォ
ー
ラ
ム
〉
で
は
、
中

村
さ
ん
が
話
し
た
「
流
域
圏
」
や
「
水

際
の
大
切
さ
」、「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、

降
っ
た
雨
が
地
下
浸
透
し
な
い
か
ら
、

昔
と
比
べ
て
川
が
す
ぐ
に
増
水
す
る
」

と
い
っ
た
事
柄
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

特
に
雨
が
降
っ
て
増
水
す
る
こ
と
で
、

下
水
が
川
に
流
れ
込
む
仕
組
み
を
知
っ

て
い
る
の
で
、「
雨
の
日
に
は
お
風
呂

の
水
を
抜
か
な
い
で
」、「
雨
の
日
に
は

洗
濯
し
な
い
で
」
と
、
日
常
生
活
で
住

民
が
で
き
る
具
体
的
な
対
策
を
訴
え
て

い
た
の
に
は
驚
い
た
。
子
ど
も
た
ち
の

理
解
度
の
高
さ
、
吸
収
力
の
大
き
さ
に

右：集めたゴミを調べる。「大人のゴミが圧倒的」
上：子どもたちが調べて描いた合流式下水道の仕組
み。下：善福寺川フォーラムで発表する井荻小学校
の子どもたちと進行役の島谷幸宏さん（九州大学）
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は
、
本
当
に
敬
服
さ
せ
ら
れ
た
。

〈
善
福
寺
川
フ
ォ
ー
ラ
ム
〉
に
参
加
し

た
九
州
大
学
島
谷
研
究
室
の
林
博
徳
さ

ん
は
、
福
岡
県
福
津
市
の
上
西
郷
川

か
み
さ
い
ご
う
が
わ

で

〈
上
西
郷
川
日
本
一
の
郷
川
を
め
ざ
す

会
〉
の
活
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
上

西
郷
川
で
は
一
部
を
多
自
然
川
づ
く
り

で
市
民
工
事
を
行
な
い
、
子
ど
も
た
ち

が
入
っ
て
遊
べ
る
川
に
生
ま
れ
変
わ
っ

て
い
る
。

林
さ
ん
が
井
荻
小
学
校
と
善
福
寺
川

の
取
り
組
み
を
上
西
郷
川
で
活
動
す
る

福
間
南
小
学
校
で
話
し
た
と
こ
ろ
、

「
下
水
が
入
っ
て
汚
い
川
な
の
に
頑
張

っ
て
い
て
、
井
荻
小
学
校
は
す
ご
い
」、

「
東
京
の
川
に
は
下
水
が
入
っ
て
い
る

の
？
　
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」
と
い
っ

た
反
応
が
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
。

今
後
は
福
岡
と
東
京
の
小
学
生
の
交

流
も
視
野
に
入
れ
た
、
活
発
な
展
開
が

予
想
さ
れ
る
。

副
産
物
の
恵
み

住
谷
先
生
は
、
川
へ
の
か
か
わ
り
は

清
掃
活
動
か
ら
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

恵
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
と
言
う
。

「
善
福
寺
川
の
清
掃
活
動
は
、
続
け
て

い
く
う
ち
に
多
く
の
副
産
物
を
生
み
出

し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
活
動
を

真
面
目
に
や
る
と
い
う
の
は
、
地
味
な

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
地
道
に
続
け
る

こ
と
の
価
値
を
集
団
の
中
で
認
め
合
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
頑
張
っ
て
掃
除

に
来
る
子
の
中
に
は
、
地
味
で
目
立
た

な
い
子
ど
も
も
い
ま
す
が
、
普
段
の
生

活
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
そ

の
子
の
良
さ
が
光
っ
て
く
る
ん
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
感
受

性
も
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

言
い
出
し
て
く
れ
た
子
ど
も
も
、
実

行
力
が
ク
ラ
ス
の
中
で
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
、
ま
す
ま
す
相
手
を
受
け
入
れ
る
よ

う
に
な
る
。
期
せ
ず
し
て
、
ク
ラ
ス
づ

く
り
に
も
役
立
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

み
ん
な
が
願
う
こ
と
を
地
道
に
続
け

る
中
で
、
生
ま
れ
る
人
間
性
と
い
う
も

の
が
あ
る
ん
だ
な
あ
、
と
し
み
じ
み
感

じ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
中
に
仕
組

み
が
で
き
て
い
る
の
と
同
じ
で
、
学
校

の
先
生
方
も
続
け
て
い
こ
う
、
と
思
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
一
番

う
れ
し
い
で
す
ね
」

国
語
の
授
業
で
、「
み
ん
な
で
生
き

る
ま
ち
」
と
い
う
単
元
で
、
提
言
を
ま

と
め
る
授
業
が
あ
っ
た
と
き
、
善
福
寺

川
に
つ
い
て
提
言
し
よ
う
と
提
言
集
を

つ
く
っ
た
と
い
う
。
学
校
の
み
ん
な
に

言
い
た
い
こ
と
と
か
、
保
護
者
に
言
い

た
い
こ
と
、
区
民
の
人
た
ち
に
言
い
た

い
こ
と
、
区
長
に
言
い
た
い
こ
と
と
、

い
ろ
い
ろ
な
内
容
の
提
言
が
挙
げ
ら
れ
、

「
区
長
に
は
ど
う
や
っ
て
伝
え
た
ら
い

い
か
ね
え
」
と
言
っ
て
い
る
間
に
、
区

長
に
メ
ー
ル
を
送
っ
た
子
が
い
た
り
。

「
そ
れ
に
ち
ゃ
ん
と
返
事
が
く
る
と
、

大
人
に
対
す
る
信
頼
感
も
違
っ
て
き
ま

す
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ん
か
を
見

て
い
る
と
、
悪
い
大
人
が
い
っ
ぱ
い
出

て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う

印
象
が
払
拭
さ
れ
る
ん
で
す
ね
」

テ
レ
ビ
東
京
の
「
す
な
っ
ぷ
」
の
最

後
に
住
谷
先
生
は
、

「
彼
ら
が
や
っ
て
い
る
の
は
、
単
な
る

清
掃
活
動
じ
ゃ
な
く
て
、
正
し
い
こ
と

を
や
り
続
け
る
こ
と
の
重
要
さ
。
や
り

続
け
れ
ば
、
人
は
つ
な
が
っ
て
い
く
ん

だ
、
と
信
じ
ら
れ
る
経
験
を
す
る
、
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
」

と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
井
荻
小
学

校
だ
け
で
は
な
く
、
今
の
社
会
で
一
番

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

取
材：

２
０
１
２
年
８
月
31
日

2012年（平成24）12月2日にあんさんぶる荻窪（東京都杉
並区）で開催された善福寺川フォーラム。子どもたちの発
表に励まされた大人たちは、みんな笑顔。



わ
か
っ
た
つ
も
り

縁
あ
っ
て
庄
内
を
訪
れ
、
海
の
幸
、

山
の
幸
を
堪
能
し
た
。

大
規
模
圃
場
で
日
本
の
農
業
を
牽
引

し
て
い
る
一
方
、「
生
き
た
文
化
財
」

と
も
い
わ
れ
る
在
来
野
菜
を
大
切
に
育

て
続
け
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
日
本
一
長
い
砂
丘
か

ら
の
飛
砂
を
防
ぐ
た
め
に
、
幅
３
０
０

m
も
の
防
風
林
帯
を
築
き
上
げ
た
苦
労

に
も
触
れ
た
。

農
業
へ
の
幅
広
い
姿
勢
は
、
こ
の
地

が
、
厳
し
い
自
然
環
境
に
鍛
え
ら
れ
る

の
と
同
時
に
豊
か
な
恵
み
も
受
け
て
き

た
現
わ
れ
で
も
あ
る
。

食
や
農
だ
け
で
な
く
、
戊
辰
戦
争
を

戦
っ
た
庄
内
藩
士
が
西
郷
隆
盛
を
敬
慕

し
た
こ
と
や
、
明
治
維
新
後
の
産
業
活

性
化
と
い
う
志
を
持
っ
て
、
地
元
の
松

ヶ
岡
や
北
海
道
・
札
幌
の
原
野
を
開
墾

し
た
こ
と
も
知
っ
た
。

そ
し
て
、
今
回
は
取
り
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
伝
承
５
０
０
年
と
い
わ
れ

る
国
指
定
・
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の

黒
川
能
を
は
じ
め
、
藤
島
の
獅
子
踊
り

や
神
楽
な
ど
、
伝
統
芸
能
の
里
で
あ
る

こ
と
を
知
る
こ
と
も
で
き
た
。

情
報
は
、
単
に
聞
い
た
り
読
ん
だ
り

そ
ん
な
庄
内
米
に
も
、
明
治
維
新
後

に
品
質
が
低
下
し
、
評
価
が
下
が
る
と

い
う
危
機
が
あ
っ
た
。
米
商
会
所
（
米

穀
取
引
所
）
と
倉
庫
業
（
山
居
倉
庫
）
の
二

段
構
え
で
徹
底
し
た
品
質
管
理
を
行
な

い
、
失
墜
し
た
庄
内
米
の
評
判
回
復
の

た
め
に
、
旧
藩
主
酒
井
家
が
貢
献
し

て
い
る
（
５
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
大
変
な
苦
労

を
伴
う
事
業
を
敢
え
て
し
た
こ
と
か
ら
、

庄
内
に
お
い
て
米
が
特
別
な
存
在
だ
っ

た
こ
と
が
推
し
量
れ
る
。

現
代
に
な
っ
て
、
米
に
対
す
る
消
費

者
の
関
心
は
、
量
か
ら
味
へ
、
そ
し
て

安
心
・
安
全
へ
と
移
り
、
生
産
者
に
は

新
た
な
手
間
や
コ
ス
ト
が
か
か
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
生
産
者
に
は

「
お
い
し
く
て
良
い
米
を
届
け
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
、
余
計
な

手
間
だ
と
言
っ
て
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
い
う
心
意
気
が
あ
る
。

量
を
追
求
し
て
い
た
時
代
に
は
つ
く

る
だ
け
で
よ
か
っ
た
農
業
だ
が
、
ブ
ラ

ン
ド
構
築
へ
の
努
力
や
販
売
に
も
力
を

入
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な

っ
た
。
山
居
倉
庫
の
経
験
が
あ
る
庄
内

だ
っ
た
ら
、
そ
う
し
た
新
た
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
に
も
取
り
組
ん
で
い
か
れ
る
こ
と

だ
ろ
う
。

文
化
を
つ
く
る
　

庄
内
の
農
力
　

編
集
部

と
前
川
勝
朗
さ
ん
は
い
う
（
36
ペ
ー
ジ
参

照
）。耕

作
面
積
が
増
え
た
り
、
耕
作
方
法

の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
水
使
用
量
が
増

え
る
た
び
、
新
た
な
水
資
源
開
発
が
大

変
な
苦
労
の
末
に
実
現
さ
れ
て
き
た
。

現
在
の
農
村
は
、
そ
う
し
た
施
設
を
更

新
し
な
が
ら
使
い
続
け
て
い
る
と
こ
ろ

が
ほ
と
ん
ど
の
は
ず
。

庄
内
の
場
合
、
先
人
の
残
し
て
く
れ

た
遺
産
に
新
し
い
命
を
吹
き
込
み
な
が

ら
使
い
続
け
て
き
た
努
力
が
、
米
ど
こ

ろ
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
高
く
保
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

経
営
マ
イ
ン
ド
も

大
地
主
の
本
間
家
が
北
前
船
で
米
を

商
品
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
か
ら
、
庄
内

の
米
に
は
、
年
貢
と
し
て
だ
け
で
な
く

換
金
作
物
と
し
て
の
価
値
が
あ
っ
た
。

農
村
通
信
社
の
佐
藤
豊
さ
ん
が
「
緻
密

な
土
づ
く
り
と
稲
の
生
態
を
知
っ
た
肥

培
管
理
、
及
び
水
管
理
と
い
う
稲
作
技

術
の
積
み
重
ね
が
庄
内
米
の
品
質
を
維

持
し
て
き
た
」
と
言
う
よ
う
に
、
生
産

者
が
米
づ
く
り
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
き

た
（
22
ペ
ー
ジ
参
照
）
の
は
、
そ
う
い
う
伝

統
に
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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し
た
だ
け
だ
と
、
右
か
ら
左
に
通
り
過

ぎ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
現
地
に
行
っ
て
、

見
て
、
出
会
う
こ
と
の
大
切
さ
は
、
人

の
顔
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
我
が
事

に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
点
に
あ
る
。

日
本
に
は
、
ま
だ
ま
だ
魅
力
的
な
地

域
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
わ
か
っ
た
つ
も

り
に
な
ら
な
い
で
、
そ
の
地
に
足
を
運

ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
経
験
だ
っ

た
。

プ
ラ
ス
に
転
じ
る
底
力

庄
内
平
野
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
米
ど

こ
ろ
。「
米
づ
く
り
に
適
し
た
土
地
柄

な
ん
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち

だ
が
、
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
先
進
的
な
圃
場
整
備
と
用
水
確

保
に
よ
っ
て
か
な
え
ら
れ
て
い
る
。

日
本
全
国
、
河
口
部
に
開
け
た
平
野

は
河
川
の
扇
状
地
。
流
路
が
固
定
さ
れ

る
以
前
は
、
暴
れ
川
に
よ
る
洪
水
被
害

に
悩
ま
さ
れ
た
場
所
だ
。

庄
内
平
野
は
、
赤
川
と
最
上
川
、
日

向
川
、
月
光
川
な
ど
の
流
出
土
砂
の
堆

積
な
ど
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
。

最
上
義
光

も
が
み
よ
し
あ
き

が
赤
川
を
東
遷
さ
せ
、
旧
河

川
を
青
龍
寺
川

し
ょ
う
り
�
う
じ
が
わ

と
し
て
農
業
用
水
路
に

利
用
し
た
の
が
庄
内
平
野
開
発
の
端
緒
、

幅
広
い
農
の
在
り
方
を

し
か
し
、
庄
内
の
農
は
米
だ
け
で
は

な
い
。
徹
底
し
た
効
率
化
を
図
る
米
づ

く
り
の
一
方
で
、
お
い
し
い
か
ら
効
率

度
外
視
で
つ
く
り
続
け
て
き
た
在
来
野

菜
の
宝
庫
で
も
あ
る
の
だ
。

大
量
に
は
つ
く
れ
な
い
し
規
格
ど
お

り
に
い
か
な
い
か
ら
流
通
し
づ
ら
い
在

来
野
菜
だ
が
、
地
域
限
定
・
季
節
限
定

の
お
い
し
さ
に
価
値
が
認
め
ら
れ
つ
つ

あ
る
。

あ
ま
り
に
有
名
で
今
回
は
取
り
上
げ

な
か
っ
た
〈
だ
だ
ち
ゃ
豆
〉
も
１
９
８

８
年
（
昭
和
63
）
に
は
７
０
０
万
円
だ
っ

た
J
A
鶴
岡
の
売
上
が
、
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
お
陰
で
知
名
度
が
全
国
区
に
な
り
、

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
に
は
６
億
７
０

０
０
万
円
に
伸
び
て
い
る
（
農
林
水
産
省

の
「
農
林
水
産
物
・
地
域
食
品
に
お
け
る
地
域
ブ

ラ
ン
ド
化
の
先
進
的
取
組
事
例
集
」
よ
り
）
。
在

来
野
菜
を
守
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高

ま
る
今
、
可
能
性
の
あ
る
品
種
に
目
配

り
し
て
い
き
た
い
。

生
産
者
の
努
力
に
対
し
て
、
買
っ
て
、

食
べ
て
応
え
る
こ
と
も
大
切
。
現
地
に

行
っ
て
、
見
て
、
地
域
の
良
さ
を
味
わ

っ
て
み
た
い
も
の
だ
。



赤
川
上
流
荒
沢
ダ
ム
・
月
山
ダ
ム
の
建
設

山
形
県
の
河
川
は
最
上
川
水
系
、
赤
川

水
系
、
荒
川
水
系
、
摩
耶
山
水
系
群
、
鳥

海
山
水
系
群
の
五
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
赤

川
水
系
は
、
灌
漑
用
の
大
鳥
池
に
発
す
る

大
鳥
川
と
月
山
、
湯
殿
山
並
び
に
朝
日
連

峰
に
発
す
る
梵
字
川
と
の
二
大
支
流
が
朝

日
村
落
合
地
内
で
合
流
し
て
赤
川
と
な
り
、

庄
内
平
野
を
北
流
し
内
川
、
青
龍
寺
川
、

大
山
川
な
ど
を
合
流
し
日
本
海
へ
注
ぐ
、

延
長
70
・
４
d
、
流
域
面
積
８
５
６
・
７

h
で
あ
る
。

赤
川
上
流
の
出
羽
三
山
（
月
山
・
湯
殿

山
・
羽
黒
山
）
は
、
古
く
か
ら
信
仰
の
山
で

有
名
で
あ
る
。
大
鳥
川
に
電
力
と
農
業
用

水
を
目
的
と
し
た
荒
沢
ダ
ム
（
１
９
５
５
年

完
成
）、
電
力
の
新
落
合
ダ
ム
（
１
９
５
８
年
）、

梵
字
川
に
電
力
の
八
久
和
ダ
ム
（
１
９
５
７

年
）
と
梵
字
川
ダ
ム
（
１
９
３
３
年
）
、
治

水
・
水
道
・
電
力
の
多
目
的
ダ
ム
月
山
ダ

ム
（
２
０
０
１
年
）
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。

ダ
ム
の
書
と
し
て
、
荒
沢
ダ
ム
工
事
進

捗
と
次
第
に
水
没
し
て
い
く
村
を
捉
え
、

そ
の
村
人
た
ち
の
心
情
を
撮
っ
た
亀
井
良

生
・
佐
藤
盛
夫
写
真
集
『
湖
底
に
消
え
た

ふ
る
さ
と
荒
沢
村
』（
東
北
出
版
企
画
２
０
０

５
）、
月
山
ダ
ム
建
設
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
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た
三
戸
部
浩
子
著
『
月
山
ダ
ム
物
語

（
上
）
・
（
下
）』（
み
ち
の
く
書
房
２
０
０
０
）、

児
童
書
・
月
山
ダ
ム
と
朝
日
村
編
集
委
員

会
編
『
す
ご
い
ね
、
月
山
ダ
ム
』（
１
９
９

６
）、
ダ
ム
工
事
を
纏
め
た
東
北
建
設
協
会

編
『
月
山
ダ
ム
工
事
誌
』（
月
山
ダ
ム
工
事
事

務
所
２
０
０
２
）、
同
『
月
山
ダ
ム
写
真
集
』

（
２
０
０
２
）
が
あ
る
。

赤
川
の
堰
群

赤
川
に
お
け
る
堰
を
見
て
み
た
い
。
大

鳥
湖
か
ら
下
る
大
鳥
川
に
は
赤
川
合
流
前

に
熊
出
堰
が
あ
り
、
梵
字
川
に
は
天
保
堰

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
合
流
点
か
ら
は
左

右
岸
で
そ
れ
ぞ
れ
取
水
す
る
三
ヶ
村
堰

（
左
岸
）
、
青
龍
寺
川
（
左
岸
）
、
大
川
堰
（
右

岸
）
、
志
田
堰
（
左
岸
）
、
因
幡
堰
（
右
岸
）
、

五
ヶ
村
堰
（
左
岸
）
、
中
川
堰
（
右
岸
）
、
大

宝
寺
堰
（
左
岸
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
堰
に

よ
り
、
鶴
岡
市
は
じ
め
８
市
町
村
、
約
１

万
３
０
０
０
ha
の
水
田
に
灌
漑
し
て
い
る
。

天
保
大
川
土
地
改
良
区
編
・
発
行
『
天

保
大
川
土
地
改
良
区
史
』（
２
０
０
４
）
に
よ

れ
ば
、
当
改
良
区
は
庄
内
平
野
の
南
東
部

に
位
置
し
、
取
水
源
は
赤
川
の
上
流
朝
日

村
熊
出
地
内
の
赤
川
頭
首
工
か
ら
取
水
す

る
東
第
一
用
水
路
（
旧
大
川
堰
）
、
梵
字
川

か
ら
取
水
す
る
越
中
堰
、
さ
ら
に
朝
日
村

田
麦
俣
地
内
の
田
麦
川
か
ら
取
水
す
る
天

保
堰
の
三
水
系
か
ら
な
り
、
灌
漑
面
積
１

３
７
７
ha
を
潤
し
て
い
る
。
旧
大
川
堰
は

元
禄
６
年
よ
り
、
黒
川
・
猪
俣
新
田
の
人

た
ち
を
中
心
に
、
越
中
堰
は
元
禄
16
年
よ

り
、
朝
日
村
越
中
山
の
大
館
藤
兵
衛
元
忠

翁
に
、
天
保
堰
は
天
保
３
年
よ
り
、
大
館

藤
兵
衛
元
貞
翁
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
開か

い

鑿さ
く

さ
れ
た
。
不
毛
の
地
を
開
拓
す
る
水
路

で
あ
っ
た
が
、
断
崖
、
巨
岩
あ
り
の
地
形

の
中
で
、
一
日
１
０
０
０
人
の
出
役
で
完

成
し
た
と
い
う
。

赤
川
の
左
岸
か
ら
取
水
す
る
青
龍
寺
川

は
、
最
上
氏
の
慶
長
年
間
工
藤
掃
部

く
ど
う
か
も
ん

が
開

鑿
し
た
大
用
水
路
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の

川
か
ら
分
流
す
る
用
水
路
は
三
十
数
本
に

も
達
し
、
藩
政
時
代
に
お
け
る
木
村
谷
地

の
開
拓
も
明
治
時
代
に
新
形
・
小
真
木
な

ど
を
開
田
で
き
た
の
も
青
龍
寺
川
の
お
か

げ
で
あ
り
、
今
で
は
流
域
５
６
０
０
ha
に

及
ぶ
美
田
を
潤
し
て
い
る
。
青
龍
寺
川
は

赤
川
の
水
流
を
堰
き
止
め
、
江
口
水
門
か

ら
取
水
す
る
。
こ
の
水
は
西
北
に
流
れ
鶴

岡
市
の
西
端
を
滔
々
と
し
て
流
れ
る
。
青

龍
寺
川
普
通
水
利
組
合
編
・
発
行
『
青
龍

寺
川
沿
革
誌
』（
１
９
３
７
）
は
、
工
藤
掃
部

の
偉
業
、
江
口
水
門
、
新
川
青
龍
寺
川
の

流
域
の
開
田
を
捉
え
る
。
ま
た
、
佐
藤
誠

朗
・
志
村
博
康
著
『
青
龍
寺
川
史
』（
青
龍

寺
川
土
地
改
良
区
１
９
７
４
）
は
、
庄
内
藩
に

お
け
る
用
水
生
産
・
用
水
管
理
・
運
用
機

構
で
あ
る
大
堰
守
制
の
成
立
、
さ
ら
に
、

明
治
維
新
以
後
の
地
主
的
利
水
秩
序
の
形

成
過
程
、
そ
し
て
、
戦
後
の
農
地
改
革
を

経
て
、
耕
作
農
民
の
機
関
に
変
化
し
た
青

龍
寺
川
土
地
改
良
区
が
、
大
規
模
な
土
地

改
良
事
業
を
通
じ
て
、
こ
の
地
域
の
治

水
・
利
水
・
圃
場
基
盤
を
抜
本
的
に
再
編

成
し
て
い
く
過
程
を
追
求
し
て
い
る
。

右
岸
か
ら
取
水
す
る
因
幡
堰
に
つ
い
て
、

長
沼
源
作
著
『
因
幡
堰
史
』（
因
幡
堰
土
地
改

良
区
１
９
７
８
）
が
あ
る
。
慶
長
６
年
最
上

義
光
公
の
家
臣
新
関
因
幡
守
久
政
が
藤
島

城
主
に
着
任
後
、
宿
願
で
あ
っ
た
灌
漑
用

水
増
強
の
た
め
開
鑿
さ
れ
た
。
因
幡
守
は

不
運
に
も
偉
業
半
ば
に
し
て
主
家
の
改
易

に
遭
遇
し
、
堰
の
完
成
を
見
ず
に
庄
内
の

古賀 邦雄さん

こが くにお
古賀河川図書館長

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団

（現・独立行政法人水資源機構）に入社
30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集

2001年退職し現在、
日本河川協会、ふくおかの川と水の会に所属

2008年5月に収集した書籍を所蔵する
「古賀河川図書館」を開設

URL：http://mymy.jp/koga/
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最
も
重
要
な
赤
川
頭
首
工
の
設
置
に
つ
い

て
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
荒
れ
果
て

た
国
内
の
復
興
の
一
環
と
し
て
、
既
に
述

べ
て
き
た
が
、
赤
川
の
上
流
に
、
昭
和
９

年
大
鳥
湖
（
自
然
湖
）
に
制
水
門
を
設
置
、

31
年
治
水
・
農
業
用
水
・
発
電
の
荒
沢
ダ

ム
を
は
じ
め
、
次
々
と
発
電
所
が
建
設
さ

れ
赤
川
の
渇
水
量
は
安
定
し
た
も
の
の
、

砂
礫
等
の
流
下
の
減
少
、
無
謀
と
も
い
え

る
建
設
用
砂
利
の
乱
掘
に
よ
っ
て
、
河
床

の
低
下
が
急
速
に
発
生
し
、
や
が
て
年
ご

と
の
取
水
に
支
障
を
き
た
し
、
な
お
か
つ

融
雪
時
の
出
水
に
は
災
害
を
も
た
ら
し
、

取
水
不
能
に
ま
で
進
展
し
て
き
た
。

こ
の
対
策
と
し
て
八
つ
の
取
水
口
を
上

流
朝
日
村
熊
出
地
点
に
統
合
し
て
築
造
し
、

下
流
部
用
水
を
補
給
す
る
た
め
河
川
還
元

水
を
反
復
取
水
す
る
揚
水
機
場
を
三
川
町

三
本
木
地
点
に
新
設
し
、
取
水
を
安
定
さ

せ
、
こ
れ
に
付
帯
す
る
幹
線
水
路
等
を
新

設
改
修
し
た
。
赤
川
農
業
水
利
事
業
は
昭

和
39
年
に
着
工
し
、
49
年
に
完
成
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
東
北
農
政
局
赤
川

農
業
水
利
事
業
所
編
・
発
行
『
赤
川
事
業

誌
』（
１
９
７
５
）
に
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い

る
。
現
在
、
赤
川
頭
首
工
及
び
総
延
長
約

48
d
に
及
ぶ
幹
線
用
水
路
群
は
築
造
後
約

40
年
を
経
て
老
朽
化
が
進
み
、
そ
の
改
修

が
農
林
水
産
省
東
北
農
政
局
に
よ
り
赤
川

二
期
農
業
水
利
事
業
と
し
て
進
め
ら
れ
て

い
る
。

赤
川
の
治
水

赤
川
の
洪
水
の
要
因
は
融
雪
と
梅
雨
期

の
大
雨
に
大
別
さ
れ
、
主
な
る
洪
水
は
大

正
10
年
８
月
、
昭
和
15
年
７
月
、
28
年
８

月
、
44
年
８
月
、
46
年
７
月
、
53
年
６
月
。

建
設
省
東
北
地
方
建
設
局
著
『
赤
川
　
治

水
と
利
水
』（
月
山
ダ
ム
工
事
事
務
所
１
９
８
４
）

は
赤
川
の
治
水
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

論
じ
る
。
明
治
28
年
国
直
轄
事
業
で
低
水

工
事
に
着
手
し
、
同
34
年
に
完
成
。
大
正

10
年
６
月
赤
川
を
最
上
川
か
ら
分
離
す
る

た
め
の
放
水
路
開
削
工
事
に
着
手
し
、
放

水
路
工
事
は
昭
和
17
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
。

同
28
年
最
上
川
と
赤
川
が
分
離
す
る
締
め

切
り
工
事
が
完
成
す
る
。
昭
和
31
年
に
赤

川
上
流
に
荒
沢
ダ
ム
が
完
成
し
、
大
鳥
川

の
洪
水
量
の
調
節
が
図
ら
れ
た
。
そ
の
後

赤
川
の
河
川
改
修
が
進
め
ら
れ
た
。
昭
和

44
年
８
月
の
洪
水
を
契
機
と
し
て
、
新
た

な
上
流
の
ダ
ム
建
設
が
要
請
さ
れ
、
平
成

14
年
に
田
川
郡
朝
日
村
地
点
に
総
貯
水
容

量
６
５
０
０
万
k
、
洪
水
調
節
容
量
３
８

０
０
万
k
の
月
山
ダ
ム
が
竣
工
し
た
。

以
上
、
赤
川
の
流
れ
を
追
っ
て
き
た
。

古
く
か
ら
赤
川
は
、
庄
内
平
野
の
流
域
の

人
々
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
で
も
特

別
に
重
要
な
河
川
で
あ
る
。
特
に
江
戸
期

に
於
い
て
は
、
赤
川
の
両
岸
か
ら
先
人
た

ち
の
血
の
に
じ
む
よ
う
な
尽
力
で
、
農
業

用
水
と
し
て
取
水
す
る
多
く
の
堰
が
設
け

ら
れ
、
多
少
の
水
争
い
は
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
こ
に
は
緊
張
し
た
関
係
の
な
か
で
、

水
を
分
か
ち
合
っ
て
き
た
精
神
の
歴
史
が

根
底
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。
日
本
一
お

い
し
い
「
つ
や
姫
」
と
い
う
お
米
が
生
ま

れ
る
理
由
が
理
解
で
き
る
よ
う
だ
。

終
わ
り
に
、
京
田
川
改
修
促
進
期
成
同

盟
会
編
・
発
行
『
京
田
川
治
水
組
合
沿
革

史
』（
１
９
８
１
）、
建
設
省
東
北
地
方
建
設

局
著
『
庄
内
水
紀
行
』（
酒
田
工
事
事
務
所
１

９
９
３
）
、
岡
部
夏
雄
著
『
庄
内
淡
水
魚
探

訪
記
』（
無
明
舎
２
０
０
０
）
の
書
を
掲
げ
る
。

地
を
去
り
、
宝
永
３
年
、
時
の
大
守
酒
井

忠
真
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
因
幡
土
地

改
良
区
の
前
身
は
、
明
治
22
年
設
立
の
因

幡
堰
水
利
土
功
会
。
明
治
26
年
因
幡
堰
普

通
水
利
組
合
に
改
組
さ
れ
、
戦
後
、
昭
和

27
年
因
幡
堰
土
地
改
良
区
と
な
り
、
そ
の

間
八
十
余
年
、
一
口
水
門
（
黒
川
）
の
改
築
、

古
郡
大
樋
の
改
築
、
さ
ら
に
因
幡
場
揚
水

所
等
の
新
設
に
よ
り
、
灌
漑
用
水
施
設
の

確
保
と
生
産
力
の
増
強
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。

さ
ら
に
因
幡
堰
か
ら
下
っ
た
右
岸
か
ら

取
水
す
る
中
川
堰
に
つ
い
て
は
、
長
沼
源

作
著
『
中
川
史
』（
中
川
土
地
改
良
区
１
９
８

３
）
が
あ
る
。
寛
正
元
年
中
川
堰
・
天
高

堰
と
し
て
開
鑿
さ
れ
、
元
和
元
年
最
上
氏

の
赤
川
河
道
設
定
に
よ
っ
て
取
入
口
を
含

め
用
水
路
の
大
改
修
が
な
さ
れ
、
そ
の
後

幾
度
か
の
改
築
・
改
修
が
行
な
わ
れ
た
。

箕
升
新
田
、
横
川
新
田
、
広
野
新
田
、
林

新
田
、
奥
井
新
田
等
が
開
発
さ
れ
、
現
在

３
９
０
０
ha
の
美
田
を
潤
し
て
い
る
。

八
沢
川
土
地
改
良
区
史
編
纂
委
員
会
編

『
八
沢
川
土
地
改
良
区
史
』（
八
沢
川
土
地
改
良

区
１
９
９
７
）
に
は
、
庄
内
平
野
の
南
部
の

山
々
に
発
し
、
北
流
し
て
大
戸
川
を
合
わ

せ
た
後
、
大
山
地
内
か
ら
大
山
川
と
な
っ

て
や
が
て
赤
川
に
注
ぐ
八
沢
川
か
ら
、
田

川
堰
、
清
水
堰
（
以
上
四
分
方
と
い
わ
れ
る
）
、

水
沢
堰
、
荒
堰
、
栃
屋
堰
、
友
江
堰
、
小

中
堰
（
以
上
六
分
方
と
い
う
）
、
別
に
大
明
神

堰
が
引
か
れ
て
い
る
と
あ
る
。
東
岸
は
田

川
村
宮
ノ
前
地
内
、
西
岸
は
水
沢
村
四
日

市
地
内
で
四
分
六
分
の
分
水
が
慣
行
だ
が
、

こ
の
分
水
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
度
と
な
く
利

害
が
対
立
し
、
争
い
と
な
り
、
宝
暦
13
年

に
い
っ
た
ん
収
ま
っ
た
。

赤
川
に
お
け
る
土
地
改
良
区
の
変
遷

昭
和
24
年
土
地
改
良
法
の
制
定
に
よ
り
、

明
治
20
年
に
設
立
さ
れ
た
普
通
水
利
組
合

か
ら
土
地
改
良
区
に
組
織
替
え
が
な
さ
れ

た
。
昭
和
26
年
青
龍
寺
川
、
27
年
に
中
川
、

天
保
大
川
の
各
土
地
改
良
区
が
設
立
さ
れ

て
半
世
紀
、
土
地
改
良
区
は
時
代
の
要
請

を
踏
ま
え
、
国
・
県
営
灌
漑
排
水
事
業
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
、
基
幹
水
利
施
設
管

理
事
業
な
ど
を
実
施
し
、
農
業
生
産
基
盤

の
整
備
を
図
り
、
農
業
水
利
施
設
の
維
持

管
理
組
織
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
。
佐
藤
誠
朗
・
志
村
博
康
著
『
赤

川
史
』（
赤
川
土
地
改
良
区
連
合
１
９
６
６
）
は

赤
川
の
農
業
水
利
役
割
を
、
治
水
・
発

電
・
農
業
生
産
と
の
関
連
か
ら
追
求
し
て

い
る
。
近
年
、
農
業
者
の
減
少
、
高
齢
化

の
進
行
、
集
落
機
能
低
下
な
ど
が
続
き
、

改
め
て
土
地
改
良
区
の
機
能
の
拡
充
が
必

要
と
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
平
成
17
年

２
月
青
龍
寺
川
、
中
川
、
天
保
大
川
の
３

土
地
改
良
区
が
新
設
合
併
し
て
、
庄
内
赤

川
土
地
改
良
区
が
誕
生
し
た
。
そ
の
後
因

幡
堰
土
地
改
良
区
と
の
連
合
体
と
し
て
存

続
し
て
い
た
赤
川
土
地
改
良
区
連
合
を
平

成
18
年
９
月
に
解
散
し
、
国
営
赤
川
農
業

水
利
事
業
の
共
同
事
業
者
と
し
て
、
庄
内

赤
川
土
地
改
良
区
と
因
幡
堰
土
地
改
良
区

に
お
い
て
、
維
持
管
理
業
務
を
行
う
こ
と

と
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
21
年
１
月
八
沢

川
土
地
改
良
区
を
吸
収
合
併
し
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

赤
川
頭
首
工
の
設
置

遡
る
が
、
赤
川
か
ら
の
取
水
に
と
っ
て
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里川文化塾
詳細はHPで公開しています。

http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/

里山や里海だけではなく、暮らしとかかわるすべての水循環の経路
を私たちのセンターでは「里川」と呼んでいます。いろいろな里川を
発見しその価値を身近に感じたい！　ということで、2011年度から
スタートした〈里川文化塾〉。「水の郷・日野を歩く～用水路を活かし
たまちづくり～」（11月10日）と「船でゆく荒川～人工水路と暮らし
の接点」（12月6日）のご報告です。

第10回里川文化塾　船でゆく荒川～人工水路と暮らしの接点～
会期：2012年12月6日（木）10：00～17：00

会場：amoa（アモア）ホール／国土交通省巡視船「あらかわ号」

プログラムリーダー：山畑泰子さん／市川倫也さん ともに編集者

講師：宮村忠さん 関東学院大学名誉教授、ものつくり大学大学院特別客員教授

ナビゲーター：富田好明さん NPO法人北区地域情報化推進協議会理事

ナビゲーター：鴨川慎さん 国土交通省荒川下流河川事務所地域連携課長

ナビゲーター：太田裕史さん 国土交通省荒川下流河川事務所地域連携係長

岩淵水門（東京都北区）から隅田川と分かれ
て東京湾に注ぐ荒川放水路は、度重なる東京下
町の洪水被害を解消するために1930年（昭和5）
に完成した人工河川です。かつて洪水常襲地だ
った岩淵水門周辺を歩いたあと、荒川知水資料
館及び、岩淵水門周辺の施設を見学。全長22km
の荒川放水路を船で往復しながら宮村忠さんの
お話をうかがいました。水の脅威と恵みがとも
にあった地域で、水害や地震への備えや自然環
境保全などに荒川放水路が果たしている役割は
何か、流域の暮らしといかにかかわっているか
について学びました。

第9回里川文化塾　水の郷・日野を歩く～用水路を活かしたまちづくり～
会期：2012年11月10日（土）10：00～17：00

会場：【午前】七生福祉センター／【午後】落川交流センター（ともに東京都日野市）

プログラムリーダー：山畑泰子さん／市川倫也さん ともに編集者

講師：長野浩子さん／石渡雄士さん ともに法政大学エコ地域デザイン研究所研究員

講師： 高木秀樹さん 日野市環境共生部緑と清流課水路清流係

ゲスト：土方フミさん 地元生産農家／佐藤美千代さん 市民団体「まちの生ごみ活かし隊」代表

フィールドワークガイド：荒川四郎さん／小松妙子さん

多摩川と浅川の水に恵ま

れた東京都日野市は、都心

から西へ35km。用水路が縦

横に巡る豊かな田園と近代

的な都市空間が共存する日

野市では、市民・研究者・

行政が連携しながら、用水

路を活かしたまちづくりを

進めています。民学官連携

によるまちおこしのポイン

トや、これから都市型農業

用水が生き残っていくため

のヒントを、フィールドワ

ークと座学で探りました。

14月15日（金）「野川を歩く～都市河川を考える～」
15月11日（土）「演習林で学ぶ『森と水』」
17月21日（日）「野草探しから草木染め＆がさがさ体験」
19月21日（金）「大久保長安が築いた八王子の町と水」
10月21日（金）「雨水」
11月21日（金）「越前和紙と現代の木版画」

2013年は、以下の里川文化塾を準備中です。詳細はHPでお知らせしています。
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■水の文化44号予告

特集「水族館」（仮）

新世代型水族館が大人気。日本人はなぜそん

なに水族館が好きなのでしょうか。知られざ

る水族館の実態に迫り、その秘密を探ります。

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。
ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し
た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、
事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください
http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽しめる内容です。
今年度の企画についても、詳細は順次ホームページでご案内します。ご注目
ください。

編
集
後
記

◆
山
形
は
食
を
通
じ
て
大
好
き
に
な
っ
た
土
地
。
幸
せ
を
感
じ
る
「
食
」
を

体
験
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
今
が
あ
る
の
は
、
多
く
の
先
人
の
方
々
の
努
力
・
継

承
で
あ
る
と
知
り
、
感
謝
で
す
。
歴
史
的
に
も
意
味
深
い
土
地
で
あ
り
、「
見

る
・
食
べ
る
・
学
ぶ
」
た
め
に
、
是
非
再
訪
し
た
い
も
の
で
す
。（
宮
）

◆
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
表
明
か
ら
、
日
本
の
農
業
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、

独
自
の
ブ
ラ
ン
ド
を
強
固
に
し
て
頑
張
っ
て
い
る
庄
内
地
域
の
よ
う
な
所
も
あ

る
。
ヒ
ト
や
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
は
移
動
で
き
て
も
、
そ
の
エ
リ
ア
の
産
物
が
留

ま
れ
る
よ
う
な
支
持
や
共
鳴
を
獲
得
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思

う
の
だ
が
…
。（
新
）

◆
私
の
中
で
「
庄
内
」
と
い
う
と
藤
澤
周
平
の
描
く
海
坂
藩
。
作
品
群
で
描

か
れ
る
人
智
に
長
け
て
真
面
目
で
堅
実
な
気
質
は
、
現
在
も
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
日
本
の
農
業
に
元
気
が
な
い
と
言
わ
れ
る
現
在
、
そ

の
柔
軟
性
で
現
状
を
打
破
す
る
原
動
力
と
な
っ
て
ほ
し
い
。（
松
）

◆
庄
内
に
友
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
子
供
の
こ
ろ
か
ら
住
ん
で
い
る
友
人
、

お
嫁
さ
ん
の
出
身
地
に
移
り
住
ん
だ
友
人
。
そ
の
誰
も
が
異
口
同
音
に
庄
内
の

自
然
や
人
柄
や
農
産
物
や
食
文
化
な
ど
に
つ
い
て
自
信
た
っ
ぷ
り
に
自
慢
を
し

ま
す
。
今
回
そ
の
理
由
が
少
し
わ
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。（
ゆ
）

◆
現
代
の
日
本
で
は
、
自
分
が
暮
ら
す
土
地
や
そ
の
特
産
物
に
愛
着
や
誇
り

を
持
つ
こ
と
は
、
実
は
な
か
な
か
難
し
い
。
多
く
の
人
が
、
そ
れ
を
持
ち
続
け

て
い
る
庄
内
は
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
と
実
感
し
た
。
先
人
達
の
苦
労
が
偲
ば

れ
る
話
も
多
か
っ
た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
そ
の
苦
労
は
「
生
き
が
い
」
で
あ

っ
た
の
だ
と
思
う
。（
原
）

◆
三
方
を
険
し
い
山
に
囲
ま
れ
西
は
海
。
交
通
網
が
整
備
さ
れ
た
現
在
で
も

陸
路
で
庄
内
に
行
く
の
は
困
難
だ
。
そ
ん
な
地
理
条
件
で
は
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
な

発
展
を
し
そ
う
だ
が
、
一
味
違
っ
た
気
質
の
庄
内
人
。
他
に
も
通
用
す
る
モ
ノ

づ
く
り
を
し
、
更
に
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
凄
い
。（
力
）

◆
砂
丘
沿
い
の
防
風
林
と
、
道
路
に
沿
っ
て
延
々
続
く
地
吹
雪
よ
け
フ
ェ
ン

ス
が
印
象
的
な
庄
内
の
風
景
。
風
が
強
く
て
苦
労
が
多
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
つ

つ
、
だ
だ
茶
豆
畑
の
向
こ
う
に
目
を
や
る
と
、
風
力
発
電
の
風
車
が
す
ご
い
勢

い
で
回
っ
て
い
る
。
庄
内
で
生
き
る
人
々
の
強
さ
を
見
た
気
が
し
た
。（
麻
）

◆
子
ど
も
の
こ
ろ
、
母
の
三
面
鏡
を
覗
く
と
自
分
の
顔
が
ど
ん
ど
ん
小
さ
く

な
り
な
が
ら
続
い
て
い
る
の
が
見
え
た
。
今
号
で
種
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、

こ
の
と
き
の
経
験
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
今
「
在
る
」
こ
と
は
、
D
N
A
が
延
々

と
連
な
る
こ
と
と
同
義
語
だ
。
種
を
守
る
大
切
さ
を
思
い
起
こ
し
た
い
。（
賀
）

水の文化 
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表紙上：実りの秋を真近にした平野部の田んぼと鳥海山。
表紙下：1905年（明治38）天保堰から分水の許可が下り、完成した明治堰。水面部分を狭くし胴を広く掘っているのは、初めは秘密

裡に掘ったから、見つかりにくくするためだとか。分水を許してくれた集落へは、長年にわたって献納米を支払っていた。
裏表紙上：鶴岡市たらのき代字池の俣沢地内にある、手洗沢分水工（てみさわぶんすいこう）。円筒分水の縁に置かれたブロックが、

水を公平に分けることの厳しさを物語っている。
裏表紙下左：安部公房『砂の女』のモデルになったのは、実は庄内砂丘だ。海岸砂丘の飛砂から土地を守るために築かれた、幅

300mもの防風林帯の内側、平野側の畑と畑の間の狭い道沿いにもクロマツが植えられている。強い風と砂から土地を守っ
てきた人たちの苦労と努力がしのばれる。

裏表紙下右：山形県東田川郡庄内町南野にある、亀ノ尾の里資料館。品種改良して亀ノ尾を生み出した阿部亀治だけでなく、多くの
篤農家による品種改良の伝統が、この地に息づいてきたことがうかがえる。
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