
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

江頭 宏昌さん

えがしら ひろあき

山形大学農学部 食料生命環境学科 准教授　農学博士

1964年福岡県北九州市に生まれる。1990年京都大学大学院農学研究科修了。同年に

山形大学農学部助手。2001年より現職。「在来野菜は地域の文化財であり、その保存

が急務である」という故･青葉高博士の考えに共鳴し、山形県内の在来作物を中心に

その研究や保存活動などに積極的に取り組んでいる。山形在来作物研究会会長、エ

ダマメ研究会幹事。専門は植物遺伝資源学。

主な著書に、『植物遺伝育種学実験法』（分担執筆／朝倉書店 1995）、『どこかの畑の

片すみで』（共著／山形大学出版 会 2007）、『伝統食の未来』（共著／ドメス出版 2009）、

『おしゃべりな畑』(共著／山形大学出版会 2010)、『ユーラシア農耕史第5巻農耕の変

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
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◆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）
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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
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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
。


