
店
で
は「
も
り
そ
ば
」

家
で
は「
か
け
そ
ば
」

「
そ
ば
と
水
に
は
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
」
と
ス
タ
ー
ト
し
た
本
特
集
。
あ
ら

た
め
て
そ
ば
を
考
え
た
と
き
、
気
軽
に
食
べ

て
い
る
の
に
意
外
と
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い

の
に
気
づ
く
。
五
穀
に
ソ
バ
が
含
ま
れ
な
い

こ
と
、
ソ
バ
は
水
分
に
弱
い
こ
と
、
麺
状
の

そ
ば
の
正
式
名
称
は
「
そ
ば
切
り
」
で
あ
る

こ
と
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

取
材
を
開
始
し
て
間
も
な
い
頃
、
福
島
県

喜
多
方
市
山
都
町
を
訪
ね
、
そ
の
夜
は
会
津

若
松
市
に
宿
を
と
っ
た
。
夕
食
は
機
関
誌
61

号
の
食
の
風
土
記
「
こ
づ
ゆ
」
で
ご
協
力
い

た
だ
い
た
「
籠か
ご

太た

」
へ
５
年
ぶ
り
に
伺
う
。

そ
ば
の
取
材
で
来
た
と
店
主
の
鈴
木
真し
ん

也や

さ

ん
に
話
す
と
、
鈴
木
さ
ん
が
思
い
も
よ
ら
ぬ

こ
と
を
口
に
す
る
。

「
今
か
ら
う
ち
の
店
で
、
会
津
周
辺
の
有
名

な
そ
ば
店
主
た
ち
の
会
合
が
あ
る
よ
。
紹
介

し
よ
う
か
」

　

そ
ば
の
取
材
中
に
そ
ば
店
主
の
会
合
に
出

く
わ
す
と
は
…
…
。
だ
が
、
こ
ち
ら
の
知
識

不
足
で
躊
躇
う
。「
い
や
い
や
、
こ
れ
も
何
か

の
縁
だ
し
、
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
鈴
木
さ
ん
に
引
っ
張

ら
れ
、
そ
ば
店
主
が
集
ま
る
別
室
へ
伺
っ
た
。

　

会
津
若
松
市
、喜
多
方
市
、喜
多
方
市
山
都

町
、磐
梯
町
で
そ
ば
店
を
営
む「
會
あ
い
づ
き
ょ
う
し
ょ
う

津
蕎
匠

會か
い

」
の
方
々
か
ら
意
外
な
話
が
次
々
出
て
き

て
、
メ
モ
が
追
い
つ
か
な
い
。

　

保
科
正
之
公
由
来
の
信
州
「
高
遠
そ
ば
」

が
残
る
会
津
地
方
で
は
、
そ
ば
を
「
打
つ
」

で
は
な
く
「
ぶ
つ
」
と
言
う
こ
と
。
延
し
棒

は
江
戸
そ
ば
に
比
べ
て
太
く
、
延
し
方
も
角

を
出
す
「
江
戸
流
」
で
は
な
く
、
丸
い
ま
ま

の
「
丸
打
ち
」
で
あ
る
こ
と
。
そ
ば
包
丁
の

形
状
も
少
し
違
う
。「
会
津
の
包
丁
は
刀
じ
ゃ

な
い
、
の
こ
ぎ
り
だ
よ
」
と
言
う
。

　

会
津
で
は
、
大
み
そ
か
は
白
飯
、
元
日
は

そ
ば
を
食
べ
る
。「
年
越
し
そ
ば
じ
ゃ
な
い
ん

だ
。『
元
日
そ
ば
』『
元
旦
そ
ば
』
と
呼
ん
で

い
る
」。
そ
ば
を
切
っ
て
食
べ
る
の
は
贅
沢

で
、
ふ
だ
ん
は
「
そ
ば
が
き
」
や
「
は
っ
と

う
」
が
多
か
っ
た
。
そ
ば
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー

ド
だ
け
ど
、
ハ
レ
の
日
の
食
べ
も
の
で
も
あ

っ
た
。

　

意
外
に
も
、
日
常
で
は
し
ょ
う
ゆ
ベ
ー
ス

の
温
か
い
つ
ゆ
に
浸
し
た
「
か
け
そ
ば
」
を

食
す
。
福
島
県
は
全
国
有
数
の
ソ
バ
産
地
な

の
で
冷
た
い
「
も
り
そ
ば
」
を
食
べ
る
だ
ろ

う
と
い
う
の
は
思
い
込
み
だ
っ
た
。
ソ
バ
の

収
穫
は
晩
秋
で
日
々
寒
さ
が
増
す
時
期
。
体

を
温
め
る
た
め
に
も
自
宅
で
は
「
か
け
そ

ば
」
な
の
だ
。

　

籠
太
で
の
邂
逅
に
よ
っ
て
、
土
地
土
地
で

食
さ
れ
る
そ
ば
は
全
国
一
様
で
な
い
こ
と
を

実
感
し
た
。

そ
ば
の
半
分
は

「
水
」で
で
き
て
い
る

　

そ
ば
を
、
水
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
と
何

が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に

ず
ば
り
答
え
て
く
れ
た
の
は
、
越
前
お
ろ
し

そ
ば
の
取
材
で
お
会
い
し
た
宝ほ
う

山や
ま

栄
一
さ
ん

だ
っ
た
。

「
そ
ば
は
打
つ
と
き
に
粉
の
量
の
半
分
ほ
ど

の
水
を
入
れ
ま
す
し
、
出
汁
も
水
か
ら
つ
く

り
ま
す
。
ゆ
で
る
の
も
締
め
る
の
も
水
が
な

き
ゃ
で
き
ま
せ
ん
。
極
端
な
こ
と
を
言
う
と

ね
、
そ
ば
を
食
べ
る
こ
と
は
『
水
を
食
べ
る

こ
と
』
で
も
あ
る
ん
で
す
」

　

そ
ば
を
打
つ
と
き
の
水
の
重
要
性
を
体
感

し
た
の
は
、
い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
が
主
催
す

る
「
そ
ば
打
ち
講
習
会
」。
木
鉢
の
そ
ば
粉

に
水
を
入
れ
て
、
両
手
を
交
互
に
回
し
て
か

き
混
ぜ
、
水
を
な
じ
ま
せ
る
作
業
は
難
し
い
。

「
包
丁
三
日
、
延
し
三
月
、
木
鉢
三
年
」
と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
と
聞
い
て
納
得
す
る
。

０
（
粉
）
か
ら
１
（
そ
ば
）
を
つ
く
り
出
す
そ
ば

打
ち
は
、
手
を
動
か
し
て
物
を
生
み
出
す
根

源
的
な
喜
び
を
感
じ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

総
本
家 

更
科
堀
井
の
堀
井
良
教
さ
ん
に

は
、
職
人
た
ち
が
「
こ
う
し
た
ら
ど
う
か
」

と
工
夫
を
凝
ら
す
な
か
で
、
そ
の
店
の
水
に

適
し
た
つ
く
り
方
が
自
然
と
定
ま
っ
て
い
く

の
だ
と
教
え
ら
れ
た
。

水
に
弱
い「
ソ
バ
」の

収
穫
量
と
今
後

　

一
方
、
植
物
と
し
て
の
ソ
バ
は
水
に
弱
い
。

そ
こ
で
「
水
を
抜
く
」
こ
と
に
力
を
入
れ
て

い
る
の
が
越
前
お
ろ
し
そ
ば
に
力
を
入
れ
る

福
井
県
だ
。

　

ソ
バ
の
10
ａ
当
た
り
の
収
量
は
30
～
60
ｋｇ
。

米
（
水
稲
）
は
10
ａ
で
５
０
０
ｋｇ
以
上
収
穫

で
き
る
の
で
、
ソ
バ
は
米
の
約
10
分
の
１
。

し
か
も
水
に
弱
い
ソ
バ
は
天
候
に
よ
っ
て
収

量
が
大
き
く
変
わ
る
う
え
単
価
が
安
く
、
以

前
は
流
通
経
路
に
乗
ら
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

「
そ
ば
」と「
水
」の
不
可
分
な
関
係

編
集
部
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作
付
面
積
（
万
ha
）

調査不明年
1885、1886、1888～1891、1893年

収穫量調査不明年
2006～2009年

収
穫
量
（
万
ト
ン
）

北海道
46%
1万8300トン

ソバ収穫量
4万トン

その他
26%

1万400トン

長野
8%

3190トン

茨城
8%

3000トン

栃木
2760トン 7%

山形
2340トン 6%

※統計数値および割合については、表示単位未満を四捨五入し
ているため、合計値と内訳の計が一致しない

図1	国内産ソバの年次別生産状況（全国） 出典：一般社団法人 日本蕎麦協会図2	2022年（令和4）産ソバ（乾燥子実）の
都道府県別収穫量と割合 

 出典：農林水産省統計部「作物統計」

ゆでたあとに冷たい水で締める「へぎそば」。つなぎには海藻が使われる 
撮影協力：小嶋屋総本店

「宮古そば 権三郎」の関口久
美さんが使うそば包丁（右）。
農鍛冶につくってもらったそ
うだ。持ち手や形状が一般的
なそば包丁（左）とは異なる

　

こ
こ
で
全
国
の
ソ
バ
の
作
付
面
積
と
収
穫

量
の
推
移
を
見
て
み
る
。（
図
１
）

　

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
全
国
で
か
な

り
の
面
積
、
量
だ
っ
た
が
、
昭
和
に
入
る
と

減
少
に
転
じ
る
。
し
か
し
平
成
に
は
ソ
バ
が

米
の
転
作
作
物
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

徐
々
に
増
え
て
く
る
。
都
道
府
県
別
に
見
る

と
、
産
地
と
し
て
は
北
海
道
が
圧
倒
的
で
２

位
以
下
は
年
ご
と
に
順
位
が
変
わ
る
。（
図
２
）

　

と
こ
ろ
が
、
経
営
所
得
安
定
対
策
の
交
付

対
象
と
な
る
水
田
そ
の
も
の
に
見
直
し
が

入
っ
た
。
２
０
２
２
年
（
令
和
４
）
か
ら
５
年

間
の
う
ち
に
主
食
用
米
、
加
工
用
米
な
ど

の
水
稲
作
付
、
も
し
く
は
１
カ
月
以
上
の

灌
水
管
理
が
一
度
も
行
な
わ
れ
な
い
農
地

は
、
２
０
２
７
年
（
令
和
９
年
）
度
以
降
、
交

付
対
象
水
田
と
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
水
に
弱
い
ソ
バ
の
収
穫
量
や

玄
ソ
バ
の
単
価
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
は

注
視
し
た
い
。

ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
す
る

江
戸
と
各
地
の
そ
ば
文
化

　

そ
ば
を
巡
る
江
戸
・
東
京
と
そ
の
他
の

地
方
の
関
係
。
こ
れ
も
今
回
の
特
集
で
興

味
深
く
感
じ
た
こ
と
の
一
つ
だ
。

　

江
戸
時
代
に
商
品
経
済
が
発
展
す
る
と
、

「
お
金
を
払
っ
て
食
べ
る
」
江
戸
の
そ
ば
文

化
が
、
つ
く
り
方
も
含
め
て
地
方
に
伝
わ

っ
て
い
く
。
ほ
し
ひ
か
る
さ
ん
に
よ
る
と
、

地
方
の
人
が
特
に
驚
い
た
の
は
江
戸
の

「
そ
ば
つ
ゆ
」
で
、
紀
伊
田
辺
藩
安
藤
家
の

医
師
が
「
江
戸
の
蕎
麦
の
つ
ゆ
は
う
ま
い
」

と
言
い
、
文
豪
・
志
賀
直
哉
も
『
豊
年
虫
』

で
同
じ
主
旨
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。「
参

勤
交
代
は
大
名
を
苦
し
め
た
施
策
で
す
が
、

一
方
で
食
文
化
の
広
が
り
に
貢
献
し
た
面

も
あ
り
ま
す
」
と
ほ
し
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
ば
を
江
戸
流
、
会
津
流
、
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福島県南会津町の旧・舘岩村にあるソバ畑。この地域の在来種が大事に育てられている

信
濃
流
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最

近
の
こ
と
。
か
つ
て
は
祖
父
や
祖
母
、
父
、

母
が
つ
く
る
家
庭
料
理
だ
っ
た
。
そ
れ
を
裏

づ
け
る
話
を
「
宮
古
そ
ば 

権
三
郎
」
で
関

口
久
美
さ
ん
か
ら
聞
い
た
。

「
昔
か
ら
こ
の
集
落
で
は
外
に
住
む
親
戚
や

知
人
に
商
売
で
は
な
く
贈
り
物
と
し
て
そ
ば

を
ぶ
っ
て
（
打
っ
て
）
た
ん
で
す
。
お
客
さ
ん

が
来
た
と
き
も
『
じ
ゃ
あ
そ
ば
で
も
ぶ
つ

か
』
と
そ
ば
を
振
る
舞
っ
た
。
そ
れ
が
『
ふ

る
さ
と
創
生
事
業
』
の
と
き
に
、
宮
古
は
何

も
な
い
、
そ
ば
し
か
な
い
と
な
っ
て
、
そ
ば

で
村
お
こ
し
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」

　

関
口
さ
ん
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
温
か
い
そ

ば
し
か
食
べ
な
か
っ
た
と
言
う
。
そ
ば
を
打

っ
て
ゆ
で
て
お
い
て
、
食
べ
る
と
き
は
熱
湯

で
戻
し
て
温
か
い
つ
ゆ
を
か
け
る
。
東
日
本

大
震
災
の
後
、
温
か
い
き
の
こ
そ
ば
を
メ
ニ

ュ
ー
に
加
え
た
も
の
の
誰
一
人
注
文
し
な
か

っ
た
の
で
、
県
外
か
ら
来
る
人
は
寒
く
て
も

冷
た
い
そ
ば
を
望
む
と
知
っ
た
そ
う
だ
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
藩
が
独
立
国
の
よ
う
だ
っ

た
江
戸
時
代
。
参
勤
交
代
や
買
い
付
け
で
地

方
に
出
か
け
た
商
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、

い
わ
ば
人
と
人
が
出
会
っ
て
共
有
し
た
情
報

が
そ
ば
文
化
を
変
え
た
。
そ
の
一
端
を
見
聞

き
し
て
興
味
を
抱
く
と
と
も
に
、
現
代
も
さ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

　

宝
山
さ
ん
は
、
月
に
一
度
は
連
休
を
と
っ

て
首
都
圏
や
県
外
に
足
を
運
び
、
そ
ば
の
見

聞
を
広
め
る
。堀
井
さ
ん
は
、京
都
の
か
け
つ

ゆ
な
ど
各
地
に
見
習
う
こ
と
が
あ
る
と
話
す
。

「
新
潟
へ
行
っ
た
ら
へ
ぎ
そ
ば
は
お
い
し
い

な
と
思
い
ま
す
し
、
岩
手
に
足
を
運
ん
だ
と

き
は
わ
ん
こ
そ
ば
を
食
べ
た
い
で
す
。
決
し

て
江
戸
そ
ば
か
ら
の
一
方
通
行
で
は
な
く
、

互
い
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
ク
ロ
ス
オ
ー

バ
ー
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

文
化
の
一
翼
を
担
う

そ
ば
愛
好
家
た
ち

　

い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
の
仲
山
徹
さ
ん
と
掛

札
久
美
子
さ
ん
を
、
宝
山
さ
ん
と
ほ
し
さ
ん

は
ご
存
じ
だ
っ
た
。
宝
山
さ
ん
は
２
０
２
３

年
（
令
和
５
）
の
全
日
本
素
人
そ
ば
打
ち
名
人

大
会
で
掛
札
さ
ん
が
優
勝
し
た
こ
と
を
我
が

こ
と
の
よ
う
に
喜
び
、
ほ
し
さ
ん
は
「
お
二

人
と
は
仲
よ
し
で
す
よ
」
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば

せ
る
。
宝
山
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ば
ら

き
蕎
麦
の
会
の
メ
ン
バ
ー
は
地
元
の
高
校
生

た
ち
に
そ
ば
打
ち
を
指
導
す
る
。

　

い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
も
加
盟
す
る
一
般
社

団
法
人
全
麺
協
の
会
員
数
は
約
５
５
０
０
人
、

そ
ば
打
ち
段
位
認
定
者
数
は
約
１
万
５
０
０

０
人
。
そ
ば
打
ち
愛
好
家
は
多
い
。
さ
ら
に

一
歩
踏
み
出
し
、
店
を
構
え
る
人
も
い
る
。

　

福
島
県
南
会
津
町
の
旧
・
舘
岩
村
で
、
裁た

ち
そ
ば
を
供
す
る
「
滝た
き

音ね

」
の
星
清
信
さ
ん

は
、
も
と
も
と
在
来
工
法
の
大
工
だ
。

「
還
暦
の
と
き
に
息
子
か
ら
『
大
工
も
長
く

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
何
か
や
っ
た
ら
？
』

と
言
わ
れ
、『
じ
ゃ
あ
そ
ば
で
も
打
っ
て
遊
ぶ

か
』
と
始
め
ま
し
た
」

　

駒
板
を
使
わ
ず
、
布
を
裁
つ
よ
う
に
包
丁

で
切
る
裁
ち
そ
ば
は
、
隣
接
す
る
檜ひ
の

枝え

岐ま
た

村

が
発
祥
の
地
。
近
所
に
裁
ち
そ
ば
を
打
つ
友

人
が
い
た
の
で
毎
日
通
っ
て
見
て
覚
え
、
練

習
し
た
。
裁
ち
そ
ば
の
実
演
者
は
少
な
く
、

２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
晩
夏
に
北
海
道
幌
加

内
町
の
「
新
そ
ば
祭
り
」
に
呼
ば
れ
、
２
０

０
人
を
前
に
そ
ば
打
ち
を
披
露
。
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
自
宅
を
改
修
し
そ
ば
店
を
開
く
。

　

裁
ち
そ
ば
は
湯
ご
ね
だ
が
、
星
さ
ん
は
そ

ば
の
香
り
を
封
じ
込
め
る
た
め
最
初
だ
け
水

で
そ
ば
粉
を
湿
ら
せ
る
。
厨
房
で
ゆ
で
る
と

こ
ろ
を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
ば
を
釜
の

湯
に
入
れ
て
か
ら
40
秒
後
に
お
椀
１
杯
の
水

を
注
い
だ
。

「
こ
こ
で
水
を
入
れ
る
と
芯
ま
で
火
が
通
っ

て
そ
ば
が
も
ち
も
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
自
分

で
考
え
た
や
り
方
で
す
」

　

さ
ら
に
20
秒
待
っ
て
そ
ば
を
す
く
い
水
で

締
め
る
。
打
ち
立
て
、
ゆ
で
立
て
の
そ
ば
を

そ
の
場
で
少
し
食
べ
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
麺

が
も
っ
ち
り
し
て
い
て
、
甘
い
香
り
も
す
る
。

「
こ
れ
が
水
そ
ば
。
こ
の
瞬
間
が
一
番
お
い

し
い
」
と
笑
う
星
さ
ん
は
、
い
ば
ら
き
蕎
麦

の
会
に
招
か
れ
て
実
演
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
ば
打
ち
に
魅
せ
ら
れ
た
各
地
の
人
た
ち

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
そ
ば
文
化
の
す

そ
野
を
広
げ
て
い
る
。

常
に
寄
り
添
い

そ
ば
を
支
え
た
水

　

荒
れ
地
で
も
実
を
結
び
、
か
つ
て
一
部
の

地
域
を
除
け
ば
年
貢
の
対
象
に
す
ら
な
ら
な

か
っ
た
ソ
バ
。
人
び
と
は
近
場
で
手
に
入
る

も
の
を
つ
な
ぎ
と
し
て
そ
ば
を
打
ち
、
命
を

つ
な
い
だ
。
浮
世
絵
版
画
に
そ
ば
が
さ
ほ
ど

描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
ば
が
あ
ま
り
に

も
身
近
だ
っ
た
か
ら
だ
。
見
落
と
さ
れ
が
ち

な
と
こ
ろ
は
、
そ
ば
も
水
も
よ
く
似
て
い
る
。

　

翻
っ
て
そ
ば
の
現
状
を
見
る
と
、
江
戸
時

代
か
ら
続
く
老
舗
が
あ
り
、
手
打
ち
と
食
材

に
こ
だ
わ
る
第
四
世
代
が
現
れ
る
一
方
、
手

軽
に
腹
を
満
た
せ
る
立
ち
食
い
そ
ば
店
も
あ

り
、
近
頃
は
駅
構
内
に
無
人
の
全
自
動
立
ち

食
い
そ
ば
店
ま
で
出
現
し
た
。
今
、
海
外
で

は
日
本
の
ラ
ー
メ
ン
が
人
気
の
よ
う
だ
が
、

そ
ば
だ
っ
て
負
け
な
い
は
ず
だ
。
そ
も
そ
も

フ
ラ
ン
ス
で
そ
ば
粉
は
ガ
レ
ッ
ト
と
し
て
食

さ
れ
、
パ
ン
を
焼
く
こ
と
も
可
能
だ
。
ヴ
ィ

ー
ガ
ン
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
に
も
対
応
で
き
る
。

そ
ば
の
文
化
は
こ
れ
か
ら
も
い
く
つ
か
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
影
響
を

与
え
な
が
ら
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

今
回
取
材
し
た
の
は
、
そ
ば
全
体
の
ご
く

一
部
に
過
ぎ
な
い
。
私
た
ち
が
知
ら
な
い
そ

ば
は
全
国
に
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
。
各
地
を

巡
っ
て
、
そ
ば
を
題
材
に
地
元
の
話
を
聞
い

て
み
た
い
。
自
分
で
そ
ば
を
打
て
ば
他
の
人

の
や
り
方
も
見
た
く
な
る
の
で
、
や
っ
ぱ
り

そ
ば
を
追
っ
て
旅
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

　

水
回
し
、
つ
ら
水
、
洗
い
水
、
さ
ら
し
水

―
―
そ
ば
打
ち
用
語
に
水
が
使
わ
れ
る
の
は
、

そ
ば
と
水
が
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
か
ら
だ

ろ
う
。
そ
ば
が
文
化
と
な
る
過
程
で
水
が
格

別
に
大
き
な
働
き
を
担
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
水
は
常
に
そ
ば
を
支
え
、
寄
り
添
っ
て

い
た
。

　

世
界
を
見
渡
せ
ば
水
が
乏
し
い
か
ら
生
ま

れ
る
文
化
も
あ
る
が
、
そ
ば
に
関
し
て
は
き

れ
い
で
お
い
し
く
て
豊
富
な
水
が
日
本
に
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
文
化
と
な
り
得
た
の
で
は
な

い
か
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
ば
を
は
じ
め
と

す
る
和
の
食
す
べ
て
が
水
な
し
で
は
成
り
立

た
な
い
と
い
う
、
当
た
り
前
だ
が
忘
れ
が
ち

な
こ
と
に
も
思
い
至
る
の
だ
。
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