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序
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
研
究
活
動

の
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
六
年
以
来
、
地
域
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
災
害
か
ら
の
復
興
を
テ
ー
マ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
調

査
を
つ
づ
け
て
き
た
。
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
生
業
の
多
様
性
と
環
境
管
理
か
ら
み
た
景
観
を
テ
ー
マ
に
、
三
件
の

成
果
を
収
め
た
。
一
章
で
は
、
主
食
に
関
わ
る
生
業
の
多
様
性
を
検
討
す
る
に
際
し
て
重
要
な
雑
穀
栽
培
、
二
章
で
は
、

環
境
管
理
と
生
業
活
動
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
お
け
る
文
化
的
火
入
れ
の
重
要
性
、
三
章
で
は
、
食
料
獲
得
以
外
の
生
業

活
動
で
あ
る
か
ご
作
り
と
景
観
の
関
係
を
考
察
し
た
。
い
ず
れ
の
章
で
も
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
在
来
知
か
ら
み

た
地
域
社
会
と
農
生
態
系
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
で
あ
る
。
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
弊
害
や
、
里
山
の
手
入
れ
不
足
に
よ
る
山

火
事
の
頻
発
が
国
際
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
現
在
、
本
書
に
紹
介
し
た
事
例
が
、
災
害
に
対
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
考

察
す
る
際
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
た
内
容
は
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
フ
ル
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
地
域
に
根
ざ

し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
」（
研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
八
四
）、
日
本
生
命
財
団
学
際
的
総
合
研

究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ヤ
マ･

カ
ワ
・
ウ
ミ
に
生
き
る
知
恵
と
工
夫
」、
住
友
財
団
二
〇
一
九
年
度
環
境
研
究
助
成
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
」
の
研
究
成
果
と
連
携
し
て
い
る
。

二
〇
二
五
年
三
月

編
者　

羽
生　

淳
子
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穀
農
園
経
営
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販
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嵯
峨
均
さ
ん
・
良
子
さ
ん
、

元
川
井
村
役
場
職
員 

中
村
文
男
さ
ん
の
お
話
―

眞
貝　

理
香

羽
生　

淳
子

日
鷹　

一
雅

西
原　

和
代

嵯
峨
農
園
の
嵯
峨
均ひ

と
しさ

ん
（
一
九
四
七
年
生
）・
良
子
さ
ん
ご
夫
妻
（
写
真
１‒

１
）
は
、
一
九
九
二
年
十
一

月
に
、
岩
手
県
宮
古
市
江
繋
地
区
（
当
時
は
岩
手
県
下
閉
伊
郡
川
井
村
）
に
移
住
さ
れ
た
。
二
人
と
も
関
東
の
同

じ
会
社
の
バ
イ
オ
関
係
の
研
究
所
に
勤
務
し
、
田
舎
暮
ら
し
と
農
業
が
し
た
い
と
い
う
希
望
で
新
規
就
農
し
、
雑

穀
を
中
心
に
栽
培
・
販
売
を
さ
れ
て
き
た
。
長
年
地
域
の
人
々
と
交
流
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
で
、
か
つ
て
の
雑
穀
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栽
培
の
様
子
、
現
代
の
雑
穀
を
取
り
巻
く
状
況
を
よ
く
ご
存
じ
で
あ
る
。
お
二
人
か
ら
は
、
二
〇
一
六
年
八
月
一

日
（
聞
き
手
：
眞
貝
お
よ
び
小
鹿
由
加
里
・
小
林
優
子
〈
共
に
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
〉）、
二
〇
一
七
年
七
月

二
九
日
（
聞
き
手
：
眞
貝
・
羽
生
・
伊
藤
由
美
子
〈
青
森
県
環
境
生
活
部
〉）
の
二
回
に
わ
た
り
お
話
を
伺
っ
た
。

さ
ら
に
二
〇
二
三
年
六
月
二
日
に
は
、
均
さ
ん
と
、
均
さ
ん
の
ご
友
人
の
中
村
文
男
さ
ん
（
一
九
四
七
年
生
、

小
国
地
区
在
住
、
写
真
１‒

２
）
に
も
同
席
い
た
だ
き
、
雑
穀
、
タ
バ
コ
栽
培
、
ウ
マ
の
飼
育
な
ど
、
戦
後
の
生

業
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。（
聞
き
手
：
眞
貝
・
日
鷹
・
西
原
）。
中
村
文
男
さ
ん
は
小
国
村
生
ま
れ
で
、

長
年
、
川
井
村
役
場
に
勤
務
さ
れ
て
農
業
経
験
も
あ
り
、
旧
川
井
村
の
雑
穀
栽
培
や
生
活
文
化
に
精
通
し
て
お
ら

れ
る
。

本
章
で
は
、
過
去
か
ら
現
在
の
雑
穀
栽
培
の
お
話
を
中
心
に
、
聞
き
手
の
質
問
を
一
部
割
愛
の
上
、
三
回
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
て
、
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
編
集
し
た
。
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は
じ
め
に

私
た
ち
は
二
〇
一
五
年
以
来
、
岩
手
県
宮
古
市
西
部
の
旧
川
井
村
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
農
業
、
お
よ
び
在
来
知
の

調
査
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
地
域
は
山
地
が
卓
越
し
、
灌
漑
ポ
ン
プ
や
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
導
入
に
よ
る
新
田
の
造
成
が

行
わ
れ
る
昭
和
三
〇
年
代
初
頭
以
前
は
、
オ
オ
ム
ギ
と
ヒ
エ
を
中
心
と
し
た
雑
穀
栽
培
と
、
間
作
の
ダ
イ
ズ
の
輪
作
を

特
徴
と
す
る
「
二
年
三
毛
作
」
が
主
流
で
あ
っ
た
。
地
元
の
方
か
ら
の
聞
き
書
き
内
容
の
一
部
は
、
既
に
三
回
に
渡
っ

て
報
告
を
行
な
っ
て
い
る
（
真
貝
・
羽
生 

二
〇
一
八
、
真
貝 

二
〇
一
九
、二
〇
二
四
）。

本
稿
で
は
、
宮
古
市
に
Ｉ
タ
ー
ン
移
住
し
、
当
時
、
地
域
内
で
自
給
用
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
雑
穀
類
を
商
品
化
す
る

こ
と
で
、
雑
穀
栽
培
・
在
来
知
を
復
活
さ
せ
た
嵯
峨
均
さ
ん
・
良
子
さ
ん
ご
夫
妻
と
、
元
・
川
井
村
役
場
勤
務
の
中
村

文
男
さ
ん
か
ら
の
、
聞
き
書
き
を
ま
と
め
る
。
当
該
地
の
雑
穀
栽
培
と
在
来
知
を
よ
り
具
体
的
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
地
域
に
お
け
る
生
業
の
多
様
性
を
理
解
す
る
た
め
の
貴
重
な
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
。
聞
き
書
き
内
容
を
整
理
す

る
に
先
立
っ
て
、
当
該
地
の
農
業
サ
イ
ク
ル
の
前
提
と
な
る
「
二
年
三
毛
作
」
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。
二
年
三

毛
作
は
、
岩
手
県
中
・
北
部
の
地
域
で
広
く
み
ら
れ
る
農
業
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
り
、
多
少
の
作
物
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
あ
る
も
の
の
、
雑
穀
と
ム
ギ
類
、
豆
類
を
二
年
間
で
栽
培
す
る
と
い
う
大
き
な
構
造
は
共
通
し
て
い
る
。

旧
川
井
村
の
大
ま
か
な
周
年
の
流
れ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
六
月
初
頭
に
下し

も

肥ご
え

（
人
肥
：
即
効
性
が
あ
る
）
に

ヒ
エ
の
種
を
ま
ぜ
て
播
種
し
、
ヒ
エ
を
刈
り
取
っ
た
あ
と
の
秋
に
ム
ギ
類
を
播
く
（
肥
料
は
夏
に
完
熟
さ
せ
た
牛
の
厩

う
ま
や

肥ご
え

を
元
肥
と
す
る
：
遅
効
性
）。
ム
ギ
の
出
穂
が
終
わ
り
，
登
熟
を
は
じ
め
た
頃
に
、
畝
間
に
豆
類
を
播
く
。
初
夏
の

ム
ギ
の
収
穫
は
、
伸
び
て
き
て
い
る
豆
を
傷
め
な
い
よ
う
に
刈
り
取
り
、
そ
の
後
、
秋
に
豆
類
を
収
穫
す
る
。
こ
の
農

法
で
は
、
下
肥
や
堆
厩
肥
に
加
え
、
豆
類
の
根
粒
菌
に
よ
る
窒
素
固
定
が
肥
料
と
し
て
機
能
す
る
。
ま
た
、
ヒ
エ
の
稈
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や
豆
腐
製
造
時
の
残
渣
は
牛
の
飼
料
と
な
る
な
ど
、
地
域
内
で
生
産
と
肥
料
の
循
環
型
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
土
地
の
選
定
、
畝
の
立
て
方
、
播
種
、
収
穫
、
脱
穀
、
精
白
と
い
っ
た
各
工
程
に
も
、
長
年
の
経
験
と
在
来

知
が
活
か
さ
れ
て
い
た
（
詳
細
は
真
貝
・
羽
生
二
〇
一
八
）。

こ
の
地
域
は
、
初
夏
〜
夏
の
冷
風
「
ヤ
マ
セ
」
の
影
響
で
、
夏
作
に
つ
い
て
は
冷
害
が
起
き
る
こ
と
も
少
な
く
な

か
っ
た
が
、
秋
の
播
種
後
、
冬
を
越
え
て
翌
年
初
夏
の
収
穫
と
な
る
ム
ギ
類
は
、
冷
夏
の
悪
影
響
を
受
け
に
く
い
。
さ

ら
に
ヒ
エ
以
外
の
様
々
な
雑
穀
類
：
ア
ワ
・
キ
ビ
（
イ
ナ
キ
ビ
・
コ
ッ
キ
ビ
・
コ
ッ
キ
ミ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
以
下
、

キ
ビ
）、
モ
ロ
コ
シ
（
タ
カ
キ
ビ
と
も
呼
ば
れ
る
。
以
下
、
タ
カ
キ
ビ
）
が
栽
培
さ
れ
、
堅
果
類
（
ク
リ
、
ト
チ
、
シ

ダ
ミ
と
呼
ば
れ
る
ド
ン
グ
リ
類
、
オ
ニ
グ
ル
ミ
）
や
、
野
菜
類
、
冬
場
の
保
存
食
が
地
域
の
食
を
支
え
て
い
た
こ
と
で
、

冷
害
や
飢
饉
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
（
真
貝
・
羽
生
二
〇
一
八
、
真
貝
二
〇
一
九
）。
ま
た
、

戦
後
の
欠
配
期
に
は
、
食
糧
不
足
か
ら
、
焼
畑
も
一
部
復
活
し
て
い
た
こ
と
が
、
地
元
の
方
々
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら

わ
か
っ
て
い
る
。

嵯
峨
さ
ん
・
良
子
さ
ん
の
宮
古
市
・
川
井
地
区
移
住
の
き
っ
か
け
・
雑
穀
と
の
出
会
い

嵯
峨
均
（
以
下
、
均
）：
移
住
当
初
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
栽
培
的
な
も
の
で
お
米
と
か
野
菜
を
作
っ
て
、
宅
配
事
業
を

考
え
た
の
で
す
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
気
候
の
問
題
も
あ
り
、「
食
べ
て
い
く
ほ
ど
売
る
」
に
は
大
変
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
る
時
、
無
農
薬
の
米
を
宮
古
の
自
然
食
品
の
お
店
に
出
し
て
い
た
の
が
き
っ
か
け

で
、
雑
穀
と
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
お
店
の
ご
主
人
が
言
う
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
雑
穀
は
岩
手
で
作
ら
れ
て
お
り
、
川

井
で
も
い
っ
ぱ
い
作
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
私
も
、
当
時
こ
こ
に
来
て
数
年
目
で
、
ほ
と
ん
ど
雑
穀
の
こ
と
は
知

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
出
会
っ
た
雑
穀
に
非
常
に
ほ
れ
込
み
ま
し
て
、
農
薬
等
を
使
わ
な
く
て
も
丈
夫
な
作
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物
だ
と
い
う
の
が
分
か
っ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
農
業
の
理
想
か
ら
も
良
い
作
物
だ
、
と
雑
穀
製
品
を
作
る
こ
と
が
始

ま
り
ま
し
た
。

雑
穀
栽
培
や
販
売
の
開
始

均
：
一
九
九
五
年
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。
雑
穀
の
話
を
聞
い
て
、
ご
近
所
の
皆
さ
ん
と
親
し
く
し
て
い
ま
す
か
ら
聞
い
て

み
る
と
、
皆
作
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
辺
は
雑
穀
の
産
地
な
の
だ
と
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。そ

れ
で
役
場
の
方
と
も
相
談
し
て
一
九
九
八
年
に
「
か
わ
い
雑
穀
産
直
生
産
組
合
」
と
い
う
組
合
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
私
が
組
合
長
に
な
り
、
こ
う
い
う
雑
穀
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
と
、
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
私
自
身
は
、
雑

穀
を
買
っ
て
く
れ
る
人
を
、
健
康
な
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
ま
し
て
、
い
つ
で
も
毎
日
お
米
に
混
ぜ
て
簡
単
に
食
べ
ら

れ
る
よ
う
な
お
い
し
い
も
の
と
い
う
製
品
コ
ン
セ
プ
ト
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
雑
穀

が
必
要
に
な
っ
て
、
当
時
三
〇
人
ぐ
ら
い
い
ら
し
た
組
合
員
の
、
皆
さ
ん
に
分
担
し
て
い
た
だ
い
て
、
自
分
も
含
め
て

み
ん
な
で
作
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
す
。

最
終
的
に
は
補
助
金
を
も
ら
っ
て
、
調
整
や
加
工
施
設
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
で
製
品
化
を
し
ま
し
た
。
そ
の
製
品
も
、

生
産
者
の
お
母
さ
ん
た
ち
な
ど
か
ら
パ
ー
ト
さ
ん
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
一
緒
に
作
っ
て
い
ま
す
。

雑
穀
栽
培
と
在
来
知

均
：
当
初
、
雑
穀
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
の
は
全
員
川
井
村
の
方
で
、
作
っ
て
く
れ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
当

時
、
皆
さ
ん
の
年
齢
は
、
六
〇
代
ぐ
ら
い
で
し
た
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
作
っ
て
い
た
り
、
親
御
さ
ん
を
見
て
い
た
の
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で
、
作
り
方
は
知
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
あ
る
人
の
と
こ
ろ
へ
、「
ア
ワ
を
作
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
話

を
す
る
と
、「
お
ら
ほ
の
と
こ
ろ
は
色
々
な
所
に
畑
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ア
ワ
な
ら
、
石
（
砂
利
）
が
う
ん
と
入
っ
て

い
る
あ
そ
こ
の
畑
は
昔
か
ら
い
い
の
が
採
れ
た
か
ら
、
じ
ゃ
あ
、
あ
そ
こ
で
作
る
」
と
、
こ
う
い
う
話
な
の
で
す
。
ス

タ
ー
ト
は
す
ご
く
良
か
っ
た
わ
け
で
す
。
お
願
い
す
れ
ば
、
も
う
そ
れ
で
い
け
る
と
。

適
し
た
土
地
も
あ
る
し
、
知
識
も
あ
る
と
。
何
か
農
作
物
を
作
っ
て
売
る
時
に
は
、
農
業
機
械
が
問
題
に
な
る
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
い
ら
な
い
の
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
ク
ワ
と
か
カ
マ
と
か
が
あ
れ
ば
Ｏ
Ｋ
と
い
う
、
そ

う
い
う
農
作
物
で
す
。
む
ろ
ん
ス
ケ
ー
ル
に
よ
る
の
で
す
が
、
一
人
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、
あ
る
決
め
ら
れ
た
面
積
で
や

る
く
ら
い
な
ら
、
農
業
機
械
は
ほ
と
ん
ど
い
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
知
識
は
す
で
に
あ
る
し
、
も
し
仮
に
農
薬
が
必
要

な
ら
ば
そ
れ
を
教
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
必
要
な
い
。
こ
の
地
域
で
は
、
雑
穀
は
ほ
と
ん
ど
無
農

薬
で
す
。
農
薬
を
使
う
と
お
金
が
か
か
り
ま
す
し
、
そ
れ
に
実
際
に
作
っ
て
い
る
と
分
か
る
の
で
す
が
、
必
要
な
い
の

で
す
。

雑
穀
栽
培
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
理
由

均
：
ひ
と
つ
に
は
、
こ
の
地
域
の
土
地
は
水
は
け
が
良
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
種た

ね

を
絶
や
し
た
く
な
い
と
思
っ
て

お
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
よ
く
聞
き
ま
し
た
。
あ
と
、
畑
が
余
っ
て
い
て
作
る
も
の
が
な
い
の
で
、
草
を
生
や
し
て
お

く
よ
り
は
何
か
作
り
た
い
と
。
田
ん
ぼ
に
モ
チ
ヒ
エ
（
モ
チ
種
の
ヒ
エ
）
を
作
っ
て
い
る
人
も
い
て
、
や
は
り
な
ぜ
作

る
か
と
言
う
と
、
別
に
他
に
作
る
の
が
な
い
か
ら
と
。
そ
れ
か
ら
雑
穀
が
残
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
作
っ
た
も
の

を
お
使
い
も
の
に
す
る
と
喜
ば
れ
る
ん
で
す
。
キ
ビ
を
差
し
あ
げ
る
と
か
、
ア
ワ
を
あ
げ
る
と
か
。
贈
答
用
と
し
て

は
、
キ
ビ
（
写
真
１‒

３
：
下
段
左
）・
ア
ワ
（
写
真
１‒

３
：
上
段
右
）
で
、
ヒ
エ
は
そ
ん
な
に
喜
ば
れ
ま
せ
ん
で
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し
た
。
私
達
が
こ
ち
ら
に
来
て
か
ら
も
、
商
業
的
価
値
が
高
い
の
は
キ
ビ
、
ア
ワ
の
ほ
う
で
す
。
だ
け
ど
昔
の
日
常
食

と
し
て
は
ヒ
エ
な
ん
で
す
ね
。
キ
ビ
、
ア
ワ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ハ
レ
の
日
用
で
す
。

嵯
峨
良
子
（
以
下
、
良
子
）：
ア
ワ
は
、
お
餅
以
外
に
は
、
自
家
用
の
ど
ぶ
ろ
く
用
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
雑
穀
名

人
の
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
が
な
ぜ
ア
ワ
を
作
れ
る
か
と
い
う
と
、
ど
ぶ
ろ
く
の
た
め
に
作
っ
て
き
た
か
ら
と
い
う
話
は
よ

く
聞
き
ま
し
た
。

均
：
農
家
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、「
ア
ワ
の
ど
ぶ
ろ
く
を
作
り
損
ね
た
、
切
ら
し
た
ら
じ
い
さ
ん
に
ひ
で
え
目
に
あ
っ
た

と
」
か
言
っ
て
、「
お
ら
は
切
ら
し
た
こ
と
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

良
子
：
で
も
さ
す
が
に
今
は
、
ど
ぶ
ろ
く
づ
く
り
は
、
本
当
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

雑
穀
の
種

良
子
：
初
め
に
農
家
の
皆
さ
ん
に
雑
穀
を
作
っ
て
い
た
だ
く
時
に
、
種
は
皆
さ
ん
持
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
一
反
の

畑
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
種
の
保
存
の
た
め
に
、
皆
さ
ん
、
雑
穀
や
豆
を
ず
っ
と
作
り
続
け
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
私

た
ち
が
種
を
調
達
す
る
必
要
は
な
く
て
、
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
の
間
で
「
あ
の
人
の
と
こ
ろ
に
は
あ
の
種
が
あ
る
」
と

か
、「
こ
の
種
が
あ
る
」
と
か
。
で
も
実
際
自
分
た
ち
が
食
べ
る
量
は
と
て
も
少
な
い
で
す
し
、
売
れ
る
わ
け
で
も
な

い
の
で
、
本
当
に
種
の
保
存
と
、
わ
ず
か
に
自
家
用
に
食
べ
る
分
だ
け
の
た
め
に
何
十
年
と
保
存
し
て
い
た
と
い
う
わ

け
で
す
。
岩
手
県
全
体
で
も
、
キ
ビ
な
ら
キ
ビ
の
種
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
あ
り
ま
す
。
だ
け
ど
川
井
な
ら
川
井
地

区
に
合
っ
た
種
、
そ
れ
で
さ
ら
に
お
い
し
い
も
の
と
い
う
雑
穀
の
種
類
を
選
択
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

均
：
こ
の
地
域
で
も
、
私
が
雑
穀
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
よ
く
見
る
と
ア
ワ
も
キ
ビ
も
三
種
類
も
四
種
類
も
混
じ
っ
て

い
ま
し
た
。「
こ
れ
（
種
）
ど
う
し
た
の
」
っ
て
聞
く
と
、「
姉
が
知
り
合
い
か
ら
、
遠
野
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
の
を
、
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私
が
ず
っ
と
作
っ
て
る
の
」
と
か
、
そ
う
い
う
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
キ
ビ
を
買
っ
た
時
、
や

は
り
三
種
類
か
四
種
類
が
、
混
じ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
、
ク
リ
ー
ム
色
の
皮
を
か
ぶ
っ
た
キ
ビ
が

あ
っ
て
、「
こ
れ
、
お
母
さ
ん
、
い
い
ね
」
と
話
し
た
ら
、
そ
の
方
（
佐
々
木
ハ
ル
さ
ん
）
が
、
毎
年
そ
の
色
の
種
を

採
っ
て
は
増
や
し
て
い
っ
て
、
完
全
に
選
抜
育
種
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
１‒

４
、５
）。

良
子
：
最
初
は
本
当
に
一
反
の
畑
の
中
で
数
本
と
い
う
穂
を
何
年
間
か
集
め
て
、
そ
し
て
そ
の
う
ち
一
反
に
播
け
る
ぐ

ら
い
の
種
に
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。

ヒ
エ
（
稗
）
に
つ
い
て

均
：
ヒ
エ
の
精
白
に
は
、
白
干
し
法
と
黒
蒸
し
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
だ
と
、
生
の
乾
燥
さ
せ
た
も
の
は
「
し

ら
っ
ぽ
し
」（
写
真
１‒

３
：
上
段
左
）、
蒸
す
ほ
う
は
「
お
む
す
」
と
呼
び
ま
す
。
黒
蒸
し
の
も
の
は
飴
色
で
、

ち
ょ
っ
と
匂
い
が
す
る
（
写
真
１‒
３
：
上
段
中
央
）。
ヒ
エ
の
加
工
は
、
う
ち
の
隣
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん

達
も
よ
く
覚
え
て
い
て
、
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
採
っ
た
ら
そ
の
秋
に
食
べ
る
も
の
が
な
い
で
す
か

ら
、
ま
ず
は
「
し
ら
っ
ぽ
し
」
で
食
べ
る
ん
で
す
。
と
に
か
く
と
れ
た
ら
、
ま
ず
ヒ
エ
を
食
べ
る
わ
け
で
す
ね
。
ヒ
エ

は
も
の
す
ご
く
量
を
作
り
ま
す
か
ら
、
で
も
「
し
ら
っ
ぽ
し
」
は
取
っ
て
お
け
な
い
、
保
存
性
は
悪
い
ん
で
す
。

そ
れ
で
雪
が
降
る
前
に
、
忙
し
い
時
期
だ
け
ど
全
部
蒸
し
て
（
黒
蒸
し
）、
む
し
ろ
に
広
げ
て
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
広

げ
て
い
る
間
に
雪
が
降
る
と
困
る
の
で
、
ヒ
エ
を
収
穫
し
て
か
ら
そ
の
作
業
を
す
る
の
に
、
い
つ
も
ぎ
り
ぎ
り
で
す
ご

く
大
変
だ
っ
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
春
先
以
降
は
そ
の
保
存
し
た
蒸
し
た
方
を
た
べ
る
わ
け
で
す
。

中
村
文
男
（
以
下
、
文
男
）：
ヒ
エ
を
脱
穀
す
る
の
は
必
ず
夜
で
し
た
。
秋
の
寒
い
霜
の
下
り
る
よ
う
な
時
、
空
が
晴

れ
て
空
気
が
乾
燥
し
た
日
の
午
後
に
庭
の
ほ
う
に
入
れ
て
、
夜
に
叩
き
ま
す
。「
だ
あ
ん
、
だ
あ
ん
」
っ
て
、
振
り
打
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ち
し
て
幅
の
広
い
厚
い
台
に
打
ち
付
け
ま
す
。
あ
る
程
度
、
実
を
落
し
た
ら
「
マ
ド
リ
（
Ｙ
字
型
の
木
製
の
脱
穀
道

具
）」
で
叩
き
ま
す
。
ヒ
エ
の
黒
蒸
し
は
殻
の
つ
い
た
ま
ま
蒸
し
ま
す
。「
に
わ
釜が

ま

」
と
い
う
釜
に
火
を
入
れ
て
、
水
が

あ
る
う
ち
は
蒸
し
て
、
水
が
な
く
な
っ
た
頃
に
冷
ま
し
て
上
げ
ま
す
。
ヒ
エ
の
乾
燥
は
、
う
ち
は
「
タ
ナ
ヤ
」
と
い
う

一
間
半
か
ら
二
間
く
ら
い
の
土
壁
の
小
屋
で
や
り
ま
し
た
。
蒸
し
た
あ
と
棚
に
入
れ
て
、
火
を
燃
や
し
て
乾
燥
さ
せ

る
、
乾
燥
小
屋
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
（
写
真
１‒

６
）（
注
１
）。

ヒ
エ
の
気
候
不
順
へ
の
耐
性

均
：
平
成
の
大
冷
害
（
一
九
九
三
）
の
年
、
コ
メ
は
全
然
採
れ
な
か
っ
た
で
す
。
ち
ょ
っ
と
山
間
部
に
入
る
と
ワ
ラ
も

取
れ
な
か
っ
た
で
す
か
ら
。
で
も
ヒ
エ
は
、
採
れ
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。
干
ば
つ
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
干

ば
つ
で
畑
作
の
キ
ビ
、
ア
ワ
、
ヒ
エ
、
い
わ
ゆ
る
雑
穀
類
が
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。
発
芽
に
は
う
ん

と
影
響
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
発
芽
は
よ
く
失
敗
す
る
の
で
、
蒔
き
直
し
と
い
う
の
は
よ
く
や
り
ま
す
。
五
月
頃
の
雨

が
な
く
て
、
ど
う
し
て
も
発
芽
で
き
な
か
っ
た
と
か
。
名
人
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
で
も
何
回
か
失
敗
し
て
蒔
き
直
し

た
と
か
、
畑
で
場
所
に
よ
っ
て
随
分
差
が
あ
っ
た
か
ら
移
植
し
た
と
か
、
話
は
聞
き
ま
す
。
で
も
ヒ
エ
、
キ
ビ
、
ア
ワ

の
三
つ
で
比
較
す
る
と
や
っ
ぱ
り
、
安
定
し
て
る
の
は
ヒ
エ
で
す
。
キ
ビ
は
採
れ
な
か
っ
た
年
が
あ
っ
た
り
、
鳥
に
や

ら
れ
た
り
。
単
収
で
言
う
と
、
圧
倒
的
で
は
な
い
け
れ
ど
ヒ
エ
は
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
三
〇
〇
キ
ロ
以
上
取
れ
ま
す
。

ヒ
エ
の
稈
の
飼
料
利
用
に
つ
い
て

均
：
ヒ
エ
は
食
料
だ
け
で
な
く
、
昔
は
牛
が
い
た
の
で
、
そ
の
飼
料
用
で
も
あ
り
ま
し
た
。
実
で
は
な
く
稈
（
カ
ラ
）

＝
茎
の
利
用
で
す
。
今
は
背
丈
が
低
め
の
ヒ
エ
が
主
流
で
、
県
や
国
の
種
苗
開
発
で
も
そ
ち
ら
が
主
流
で
す
が
、
私
た
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ち
が
来
た
こ
ろ
は
二
メ
ー
ト
ル
も
丈
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
先
っ
ぽ
の
ヒ
エ
の
実
の
部
分
は
取
っ
て
、
あ
と
の
残
っ
た

二
メ
ー
ト
ル
を
、「
ヒ
エ
島
」
と
い
う
島
に
し
て
干
し
て
ま
し
た
ね
。
最
後
は
家
畜
用
で
、
ヒ
エ
の
利
用
は
そ
れ
も
大

き
い
。

自
分
で
ヒ
エ
を
作
っ
て
も
カ
ラ
（
稈
）
は
い
ら
な
い
人
が
、
牛
を
飼
っ
て
る
人
に
持
っ
て
い
く
と
、
と
て
も
喜
ん
で

く
れ
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
戦
後
ま
も
な
く
丈
の
短
い
ヒ
エ
を
開
発
し
た
と
い
う
人
に
お
話
を
伺
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
、
育
種
し
て
も
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
も
と
も
と
盛
岡

で
作
ら
れ
た
ダ
ル
マ
（
種
）
と
い
う
ヒ
エ
は
、
昔
か
ら
背
が
低
い
ん
で
す
。
作
る
側
か
ら
言
う
と
コ
メ
と
同
じ
よ
う
に

作
れ
る
。
背
の
高
い
も
の
は
、
コ
ン
バ
イ
ン
な
ん
か
の
機
械
で
の
刈
り
取
り
に
困
る
ん
で
す
よ
。
手
で
刈
る
の
は
高
い

も
低
い
も
同
じ
で
す
。

ア
ワ
（
粟
）
に
つ
い
て

均
：
こ
の
あ
た
り
で
は
ア
ワ
は
昔
、
餅
の
代
用
に
し
た
か
ら
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
も
ち
ア
ワ
（
も
ち
種
の
ア
ワ
）」
が

大
事
に
さ
れ
て
い
ま
す
。「
う
る
ち
（
種
）」
は
こ
の
あ
た
り
で
は
で
は
見
な
か
っ
た
で
す
。

良
子
：
う
る
ち
は
、
昔
あ
っ
た
話
は
聞
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
お
米
が
と
れ
な
か
っ
た
の
で
、
よ
り
白
い
お
餅
に
近

い
も
の
を
食
べ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ア
ワ
も
黄
色
と
白
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
辺
は
ほ
と
ん
ど
白
で

す
（
写
真
１‒

３
：
上
段
右
）。

均
：
婿
さ
ん
に
、
ア
ワ
の
モ
チ
を
「
ほ
ら
、
餅
だ
よ
」
と
食
べ
さ
せ
る
か
ら
、「
婿
だ
ま
し
」
と
い
う
名
前
が
あ
る
ほ

ど
（
笑
）。

文
男
：
ア
ワ
餅
が
よ
く
出
た
の
が
、「
ヤ
ド
ゴ
」
の
時
、
屋
根
の
葺
き
替
え
を
ヤ
ド
ゴ
と
い
い
ま
す
。
昭
和
三
〇
年
前
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後
は
、
こ
の
辺
り
は
全
部
カ
ヤ
（
萱
）
屋
根
で
、
カ
ヤ
屋
根
か
ら
瓦
や
ト
タ
ン
屋
根
に
変
わ
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
頃
は

毎
年
、
ど
こ
か
地
区
の
中
で
ヤ
ド
ゴ
が
あ
っ
て
、
そ
の
手
伝
い
に
行
く
と
、
ア
ワ
餅
が
出
ま
し
た
。
普
通
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
の
し
て
か
ら
大
き
く
切
り
ま
す
。
で
も
米
と
は
つ
き
方
が
違
い
ま
す
。
米
は
熱
い
う
ち
に
つ
く
で
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
、
ア
ワ
は
冷
ま
し
て
か
ら
つ
く
。
熱
い
と
、
ど
ろ
ど
ろ
粘
っ
て
し
ま
っ
て
、
糊
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。ヤ

ド
ゴ
し
た
時
は
、
屋
根
裏
に
保
存
し
て
あ
っ
た
昔
の
ヒ
エ
や
ク
リ
と
か
ト
チ
と
か
、
シ
ダ
ミ
（
ド
ン
グ
リ
）
と
か
、

そ
ん
な
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
全
部
小
屋
の
上
に
叺

か
ま
すと

い
う
「
む
し
ろ
」
を
折
っ
た
よ
う
な
袋
に
入
れ
て
（
備
蓄
と

し
て
）
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
ヤ
ド
ゴ
の
手
伝
い
は
み
ん
な
で
行
く
の
で
、
四
十
〜
五
十
人
は
い
ま
し
た
。
屋
根
を
下

ろ
す
時
は
大
変
な
の
で
、
屋
根
の
上
に
二
十
人
、
下
に
も
二
十
人
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

ア
ワ
は
「
ア
ワ
ぶ
か
し
（
粟
蒸
し
）」
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。「
ふ
か
し
」
は
「
お
こ
わ
」
で
す
。
セ
イ
ロ
の
よ
う

な
も
の
に
、
生
の
ア
ワ
を
布
巾
を
敷
い
て
蒸
す
の
で
す
が
、
小
豆
な
ど
も
入
れ
て
少
し
色
が
つ
い
た
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。

ム
ギ
（
オ
オ
ム
ギ
・
コ
ム
ギ
）
に
つ
い
て

均
：
昔
は
オ
オ
ム
ギ
の
生
産
も
盛
ん
で
、
私
た
ち
が
来
た
こ
ろ
は
、
オ
オ
ム
ギ
も
作
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ム
ギ
は
今

は
ほ
と
ん
ど
、
こ
の
あ
た
り
で
は
作
っ
て
い
な
い
で
す
。
作
り
た
い
と
い
う
人
も
何
人
か
い
る
の
で
す
が
作
れ
な
い
。

盛
岡
の
試
験
場
か
ら
種
を
入
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
結
局
、
問
題
は
「
シ
カ
害
」
な
ん
で
す
。
シ
カ
自
体
は
電

気
の
柵
で
防
げ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
ム
ギ
は
冬
を
越
す
で
し
ょ
う
。
冬
は
雪
が
降
る
か
ら
、
漏
電
す
る
か
ら
電
柵
が
使

え
な
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
青
い
物
が
な
い
と
こ
ろ
に
麦
畑
が
あ
っ
た
ら
、
も
う
き
れ
い
に
や
ら
れ
ち
ゃ
う
。
そ
れ
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こ
そ
容
赦
な
く
、
一
本
も
残
ら
ず
食
べ
て
し
ま
い
ま
す
。

良
子
：
秋
に
植
え
て
冬
越
し
す
る
作
物
は
、
ム
ギ
以
外
に
も
、
タ
マ
ネ
ギ
と
か
ニ
ン
ニ
ク
と
か
小
松
菜
と
か
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
し
、
そ
う
い
う
の
は
無
農
薬
に
し
や
す
い
の
で
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
冬
の
間
に
み
ん
な
シ
カ
に
食
べ
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
深
刻
で
す
。

均
：
う
ち
の
製
品
に
も
岩
手
産
の
ム
ギ
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
花
巻
で
田
ん
ぼ
の
減
反
（
転
作
）
で
作
っ
て
い
る
も
の

で
す
。
花
巻
に
行
く
と
、
そ
の
時
期
は
大
き
な
機
械
が
田
ん
ぼ
に
入
っ
て
作
っ
て
い
ま
す
ね
。

良
子
：
昔
、
オ
オ
ム
ギ
は
手
刈
り
す
る
と
、
ノ
ギ
（
芒
）
の
チ
ク
チ
ク
が
多
く
て
、
必
ず
作
業
の
後
は
み
ん
な
裸
に

な
っ
て
川
に
入
っ
て
た
と
い
う
お
話
も
、
お
聞
き
し
ま
し
た
。

均
：
オ
オ
ム
ギ
料
理
で
は
、
オ
オ
ム
ギ
の
粥
（
雑
炊
）
が
あ
り
ま
す
ね
。
ム
ギ
粥か

ゆ

が
な
ま
っ
て
、「
ム
ギ
け
え
」
っ
て

言
い
ま
す
（
写
真
１‒

７
）。
な
ん
か
甘
味
が
あ
る
。
ま
た
食
い
て
え
っ
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

良
子
：
こ
れ
は
皆
さ
ん
の
記
憶
の
中
で
は
お
い
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。
う
ち
で
働
い
て
い
る
方
の
妹
さ
ん
が
懐
か
し
く

て
、
う
ち
で
扱
っ
て
る
ム
ギ
で
や
っ
て
み
た
ら
全
然
で
き
な
か
っ
た
、
も
う
味
が
全
然
違
う
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。

均
：
ム
ギ
の
品
種
の
違
い
な
の
か
、
な
ん
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
ら
辺
の
川
に
は
カ
ジ
カ
と
い
う
魚
が
い

て
、
昔
は
そ
れ
を
い
っ
ぱ
い
採
っ
て
干
し
て
ダ
シ
に
も
し
ま
し
た
。
イ
ワ
シ
の
煮
干
し
は
な
か
っ
た
で
す
。
で
も
カ
ジ

カ
も
お
正
月
と
か
特
別
の
時
の
ダ
シ
用
で
す
。
そ
う
い
う
の
を
入
れ
た
り
入
れ
な
か
っ
た
り
だ
か
ら
、
そ
れ
で
昔
と
味

が
違
う
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
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キ
ビ
の
鳥
害

均
：
ア
ワ
は
鳥
害
が
比
較
的
少
な
い
で
す
け
ど
、
キ
ビ
は
七
月
下
旬
か
ら
盆
明
け
の
実
が
な
る
頃
に
は
、
他
に
穀
物
が

な
い
の
で
よ
く
鳥
に
や
ら
れ
ま
す
。
つ
い
十
年
く
ら
い
前
ま
で
、
畑
に
ど
ん
と
植
え
た
人
は
、
本
当
に
ス
ズ
メ
に
よ
く

や
ら
れ
て
ま
し
た
。
で
も
ス
ズ
メ
は
、
人
間
の
住
ん
で
る
所
と
同
じ
テ
リ
ト
リ
ー
に
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
生

産
者
の
人
に
は
、
家
の
周
り
の
畑
に
は
キ
ビ
を
植
え
な
い
よ
う
に
と
言
っ
て
、
自
分
自
身
も
山
の
方
に
植
え
た
キ
ビ

は
、
ス
ズ
メ
の
害
は
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
昔
の
人
も
や
っ
て
た
と
思
い
ま
す
。

馬
の
堆
肥
と
、
ヒ
エ
の
播
種
時
の
ニ
ン
ジ
ン
・
ナ
ズ
ナ
（
カ
ブ
）

文
男
：
昔
、
カ
ヤ
を
採
る
採
草
地
（
注
２
）
は
、
共
有
山
を
焼
き
ま
し
た
。
三
月
半
ば
く
ら
い
、
尾
根
に
雪
の
残
る
頃

の
「
山
焼
き
」
で
、
こ
れ
は
ハ
ギ
（
萩
）
な
ど
の
牧
草
を
出
す
た
め
で
、
雪
が
残
っ
て
い
な
い
と
、
乾
燥
し
て
い
て
火

が
移
っ
た
ら
大
変
で
す
。
各
地
区
に
そ
れ
ぞ
れ
採
草
地
、
共
有
山
は
あ
り
、
こ
こ
ら
辺
で
は
、
焼
く
と
こ
ろ
は
下し

た
や
ま山

と

呼
び
ま
す
。
春
に
牛
馬
を
飼
っ
て
い
れ
ば
、
本
当
の
牧
場
に
上
げ
る
の
は
五
月
の
半
ば
過
ぎ
で
す
が
、
下
山
は
四
月
の

頭
に
な
れ
ば
、
も
う
発
芽
が
早
い
か
ら
、
焼
い
た
後
で
す
ぐ
に
芽
が
出
ま
す
。
す
る
と
四
月
の
頭
ご
ろ
か
ら
、
だ
い
た

い
一
カ
月
ぐ
ら
い
下
山
に
牛
馬
を
置
け
て
放
牧
で
き
る
の
で
、
う
ち
で
飼
う
分
が
楽
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
馬

は
、
秋
の
ム
ギ
の
堆
肥
を
作
る
た
め
に
、「
夏
山
」
と
言
っ
て
夏
に
山
か
ら
下
げ
て
連
れ
て
き
ま
す
。
秋
の
ム
ギ
を
ま

く
時
に
は
、
畑
に
馬
の
堆
肥
を
入
れ
ま
す
（
注
３
）。

あ
と
人
糞
も
、
ヒ
エ
の
種
を
入
れ
て
混
ぜ
る
か
ら
必
ず
必
要
で
す
。
そ
の
中
に
ニ
ン
ジ
ン
の
種
や
ナ
ズ
ナ
（
カ
ブ
の

一
種
）
の
種
も
入
れ
た
り
し
て
、
一
緒
に
播
け
ば
ヒ
エ
が
発
芽
し
た
頃
、
ニ
ン
ジ
ン
や
ナ
ズ
ナ
も
出
て
き
ま
す
（
混
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植
）。
ム
ギ
を
刈
っ
た
後
に
、
次
は
マ
メ
を
播
く
た
め
に
土
を
ひ
っ
く
り
返
す
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
、
カ
ブ
や
ニ
ン

ジ
ン
を
引
い
た
り
し
ま
す
。
こ
こ
ら
辺
で
は
、
ど
こ
の
う
ち
で
も
特
別
に
播
く
と
い
う
よ
り
、
そ
う
や
っ
て
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
ヒ
エ
を
刈
っ
た
後
９
月
ご
ろ
、
カ
ブ
や
ニ
ン
ジ
ン
が
残
っ
て
い
る
た
め
そ
れ
を
収
穫
し
ま
し
た
。

ナ
ズ
ナ
は
、
赤
カ
ブ
み
た
い
な
感
じ
で
甘
く
て
、
切
れ
ば
赤
白
が
渦
の
よ
う
に
な
る
品
種
で
す
。
そ
の
ま
ま
保
存
し

て
冬
の
煮
し
め
、
豆
腐
や
昆
布
、
お
正
月
の
煮
し
め
の
中
に
入
り
ま
す
。
甘
さ
は
そ
ん
な
に
強
い
わ
け
で
は
な
い
け
ど
、

匂
い
と
微
妙
な
甘
さ
で
嫌
い
だ
っ
た
（
笑
）。
で
も
、
そ
の
種
は
、
今
は
全
然
な
く
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
雑
穀
の
肥
料

均
：
私
は
生
産
者
さ
ん
か
ら
た
ず
ね
ら
れ
た
と
き
は
、
コ
メ
と
同
じ
肥
料
で
や
っ
て
い
い
よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
最
初

に
元
肥
で
入
れ
て
耕
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
後
、
種
を
播
く
。
追
肥
は
す
る
人
も
い
れ
ば
、
し
な
い
人
も
い
る
み
た
い

で
す
。
私
は
有
機
栽
培
で
鶏
糞
だ
け
で
作
り
ま
す
。
元
肥
を
入
れ
て
追
肥
も
何
も
し
な
い
で
す
。
販
売
す
る
時
は
、
聞

か
れ
た
ら
有
機
と
そ
う
で
な
い
の
が
と
混
じ
っ
て
い
ま
す
と
答
え
ま
す
。

雑
穀
の
加
工
：
水
車
と
「
バ
ッ
タ
リ
」

均
：
雑
穀
は
保
存
性
の
こ
と
だ
け
考
え
れ
ば
、
殻
を
付
け
た
ま
ま
保
存
し
て
、
時
々
そ
の
都
度
、
搗
け
ば
よ
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
も
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
の
奥
の
数
十
メ
ー
ト
ル
先
に
水
車
の
沢
と
い
う
の
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
バ
ッ
タ
リ
」
が
あ
っ
て
、
昔
農
家
が
順
番
に
使
っ
て
た
ん
で
す
（
バ
ッ
タ
リ
：
穀
物
を
水
力
で
搗

く
精
白
用
の
臼
。
中
村
さ
ん
に
よ
る
と
小
国
地
区
で
は
足
踏
み
の
も
の
は
唐か

ら
う
す臼

と
呼
ん
だ
。
筆
者
ら
の
以
前
の
聞
き
取

り
で
は
、
川
内
地
区
で
は
水
力
の
も
の
を
水
ガ
ッ
タ
リ
、
足
踏
み
の
も
の
を
ガ
ッ
タ
リ
と
呼
ん
で
い
た
）。
バ
ッ
タ
リ
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は
自
分
た
ち
が
使
え
る
期
間
が
限
ら
れ
て
い
て
、
一
ヶ
月
交
替
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
、
一
ヶ
月
分
は
搗
か
な
き
ゃ
い
け

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
採
れ
た
も
の
は
そ
こ
で
全
部
搗
い
て
し
ま
わ
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
、
川
の
水
が
出
て
バ
ッ

タ
リ
を
使
え
な
い
時
期
や
、
水
が
少
な
す
ぎ
る
場
合
も
あ
る
。
だ
か
ら
バ
ッ
タ
リ
が
使
え
る
時
間
は
、
そ
れ
な
り
に
限

ら
れ
て
い
て
結
構
忙
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。

足
踏
み
で
搗
く
の
は
あ
く
ま
で
ハ
レ
の
日
の
、
今
日
の
分
だ
け
な
ら
対
応
で
き
ま
す
が
、
大
量
に
搗
く
に
は
大
変
で

す
。
で
も
こ
の
前
、
あ
る
方
か
ら
伺
っ
た
の
は
、
水
車
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
水
車
が
流
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
あ
と
は
仕
方

が
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
足
踏
み
で
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

文
男
：
う
ち
で
は
「
お
ば
あ
さ
ん
、
団
子
食
い
た
く
な
っ
た
な
」
っ
て
言
え
ば
、「
だ
ら
、
や
っ
か
」
っ
て
、
お
ば
あ

さ
ん
が
足
踏
み
で
搗
い
て
く
れ
ま
し
た
。
次
は
粉こ

お
ろ
し
（
篩ふ

る
い）

で
、
ふ
る
っ
て
粉
に
し
ま
す
。
丸
い
粉こ

お
ろ
し
が
三

つ
も
四
つ
も
、
目
の
荒
い
の
か
ら
順
番
に
あ
り
ま
し
た
。

均
：（
水
の
流
れ
を
利
用
し
た
）
バ
ッ
タ
リ
は
機
械
的
に
も
す
ご
く
面
白
い
ん
で
す
。
私
は
、
オ
オ
ム
ギ
を
作
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
オ
オ
ム
ギ
の
精
白
用
に
機
械
を
探
し
た
ら
、
な
か
な
か
な
い
ん
で
す
。
億
単
位
の
機
械
は
売
っ
て
る
の

で
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
メ
ー
カ
ー
に
聞
い
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
ビ
ー
ル
会
社
用
だ
そ
う
で
す
。
あ
ま
り
小
型
の
い
い
も
の
は

な
く
て
、
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
知
っ
た
の
は
、
あ
の
バ
ッ
タ
リ
は
オ
オ
ム
ギ
も
精
白
で
き
る
し
、
ヒ
エ
、
ア
ワ
も
で
き

る
し
、
粉
に
す
る
の
も
全
部
で
き
る
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
今
、
機
械
を
導
入
す
る
な
る
と
、
コ
メ
用
は
こ
れ
だ
と

か
、
こ
れ
は
キ
ビ
、
ア
ワ
は
駄
目
だ
と
か
、
ヒ
エ
用
は
特
に
油
の
層
が
あ
っ
て
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
今
は
機
械
が
複

雑
な
ん
で
す
け
ど
、
バ
ッ
タ
リ
一
つ
で
全
部
や
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
感
動
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
、
高
い
機
械
が

あ
っ
て
も
そ
ん
な
汎
用
性
の
あ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
で
す
か
ら
。
す
ご
い
技
術
で
す
。
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雑
穀
栽
培
と
販
売
の
し
く
み
を
つ
く
る
ま
で

均
：
ス
タ
ー
ト
時
は
、
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
が
必
要
で
し
た
。
例
え
ば
春
に
雑
穀
の
栽
培
を
お
願
い
し
て
、
ま
た
冬
の
暇

な
と
き
に
行
っ
て
頼
ん
で
、「
今
年
は
こ
れ
を
こ
れ
だ
け
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
も
、
春
に
な
っ
て
忙
し
く
な

る
と
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
別
な
も
の
を
播
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て

一
つ
に
ま
と
め
る
か
、
き
ち
ん
と
約
束
事
を
守
っ
て
も
ら
う
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
し
た
。

あ
と
持
続
性
と
い
う
か
、
来
年
も
再
来
年
も
作
っ
て
も
ら
う
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
、
Ｊ
Ａ
の
方
に
聞
い
て

み
た
り
す
る
と
、
支
払
い
の
不
安
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
秤
を
持
っ
て
い
き
、
目
の
前
で
一
緒
に
重
さ

を
量
っ
て
計
算
し
て
、
そ
の
場
で
現
金
で
買
っ
て
い
ま
し
た
。
お
つ
り
が
な
い
よ
う
に
、
小
銭
も
全
部
び
し
っ
と
持
っ

て
い
き
、
そ
の
場
で
一
円
ま
で
払
っ
て
、
そ
れ
で
「
お
ま
け
」
も
絶
対
受
け
取
ら
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。
大
事
な
の

は
、
現
金
で
そ
の
場
で
お
渡
し
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
工
夫
を
し
た
ら
、
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
は
、
新
た
な
刺

激
を
受
け
た
よ
う
で
し
た
。
今
ま
で
、
実
際
に
自
分
で
作
っ
た
も
の
で
、
現
金
を
手
に
し
た
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た

わ
け
で
す
。
振
り
込
み
と
か
、
お
じ
い
さ
ん
が
お
金
は
管
理
し
ま
す
か
ら
。
今
は
産
直
も
あ
り
ま
す
が
、
自
分
が
働
い

た
も
の
に
対
し
て
現
金
を
得
る
こ
と
が
、
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
も
う
一
つ
の
当
時
の
状
況
と
し
て
、
古
米
と
雑
穀
を
買
い
付
け
に
来
る
業
者
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
あ

た
り
の
米
は
自
家
用
米
が
主
で
す
か
ら
、
昔
の
ケ
ガ
チ
（
飢
饉
）
の
対
応
で
、
今
で
も
新
米
は
あ
ま
り
食
べ
な
い
で
採

れ
た
も
の
は
保
存
し
て
、
前
年
の
古
い
お
米
を
食
べ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
当
時
古
米
を
買
う
業
者
が
ト
ラ
ッ
ク
で

回
っ
て
、
古
米
を
何
か
の
原
料
用
に
集
め
て
い
て
、
つ
い
で
に
雑
穀
も
買
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
売
り
買
い
の
話
を
聞

く
と
、
例
え
ば
一
斗
缶
単
位
な
の
で
す
が
、
生
産
者
は
な
ぜ
か
一
斗
缶
に
ま
た
半
分
く
ら
い
入
れ
て
「
こ
れ
は
お
ま
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け
」
と
、
そ
う
い
う
売
り
方
を
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
支
払
い
と
な
り
、
例
え
ば
三
万
二
，
五
〇
〇
円
と
言
わ
れ
る
と
、

三
万
円
受
け
取
っ
て
、
こ
れ
は
い
い
か
ら
と
二
五
〇
〇
円
は
返
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
方
々
な
の
で
す
。
た
だ
私
も
自

分
も
農
業
を
や
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
絶
対
い
け
な
い
と
言
っ
て
、
そ
の
場
で
き
っ
ち
り
現
金
で
お
支
払
い
す
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。

販
売
時
も
雑
穀
自
体
が
知
名
度
も
低
く
、
な
か
な
か
宣
伝
が
難
し
く
て
、「
雑
穀
と
は
何
か
」
か
ら
説
明
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
時
代
で
し
た
。
そ
れ
で
考
え
た
の
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
そ
の
こ
ろ
流
行
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
買
っ
て
く
れ
る
人
は
日
本
国
中
に
薄
く
い
る
は
ず
な
の
で
、
お
金
が
か
か
ら
な
い
で
広
く

知
っ
て
も
ら
う
に
は
何
が
い
い
か
と
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
販
売
を
開
始
し
て
徐
々
に
右
肩
上
が
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
数
年
た
っ
て
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
雑
穀
ブ
ー
ム
」
に
な
り
、
何
で
こ
ん
な
に
雑
穀
が
と
い
う
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し

た
。

岩
手
県
の
雑
穀
生
産

均
：
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
組
合
を
作
っ
て
、
皆
さ
ん
に
も
入
っ
て
も
ら
っ
て
運
営
し
た
け
れ
ど
も
、
生
産
者
自
身
か

ら
、
も
う
あ
な
た
（
嵯
峨
さ
ん
）
に
は
売
ら
な
い
と
い
う
人
は
一
人
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
二
十
六
年
た
っ
て
み

る
と
（
二
〇
一
六
年
当
時
）、
亡
く
な
っ
た
方
が
す
ご
く
出
ま
し
た
し
、
体
力
的
に
農
業
が
で
き
な
い
方
も
で
て
き
て
、

今
、
生
産
者
さ
ん
は
激
減
し
て
い
ま
す
。

私
の
事
業
で
い
う
と
、
こ
の
間
に
雑
穀
が
市
場
に
認
め
ら
れ
て
、
岩
手
県
で
の
生
産
高
は
増
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
今
、
県
内
産
の
雑
穀
は
仲
間
を
通
し
て
自
由
に
買
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
村
内
で
残
っ
て
い
る
人
が
作
る

の
は
全
部
も
ち
ろ
ん
買
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
足
り
な
い
の
で
、
私
の
は
岩
手
県
内
産
を
仕
入
れ
て
事
業
は
継
続
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し
て
い
ま
す
。
ま
ず
村
内
か
ら
買
っ
て
い
る
も
の
は
、
全
量
で
は
な
い
の
で
す
が
、
キ
ビ
、
ア
ワ
、
ア
マ
ラ
ン
サ
ス
。

ア
ワ
は
ほ
と
ん
ど
「
も
ち
ア
ワ
」
で
す
。

県
内
の
も
の
と
し
て
は
、
ヒ
エ
、
オ
オ
ム
ギ
、
ハ
ト
ム
ギ
、
ソ
バ
。
オ
オ
ム
ギ
は
、
マ
ル
ム
ギ
で
す
。
食
べ
た
感
じ

が
私
は
マ
ル
ム
ギ
が
好
き
で
、
マ
ル
ム
ギ
は
一
関
の
ほ
う
で
、
お
米
と
二
毛
作
で
や
っ
て
い
る
の
で
、
安
く
て
品
質
の

い
い
も
の
が
手
に
入
り
ま
す
。
ハ
ト
ム
ギ
は
衣
川
。
花
巻
に
合
併
さ
れ
て
、
花
巻
市
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
ず
っ

と
大
き
い
生
産
者
組
合
が
あ
り
ま
す
。
ソ
バ
も
や
は
り
紫
波
町
の
ほ
う
で
す
。
我
々
、
山
で
畑
を
作
っ
て
い
る
者
は
、

何
を
作
っ
て
も
補
助
金
な
ん
て
な
い
の
で
す
が
、
田
ん
ぼ
か
ら
の
減
反
で
作
る
場
合
は
、
補
助
金
も
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
川
井
で
作
っ
た
雑
穀
で
一
番
多
い
の
は
、
オ
オ
ム
ギ
と
ヒ
エ
で
す
が
、
ヒ
エ
は
も
う
ほ
と
ん
ど
今
は
、
こ
こ

で
は
作
っ
て
い
な
い
の
で
、
基
本
的
に
私
は
花
巻
か
ら
買
っ
て
い
ま
す
。
雑
穀
の
中
で
ヒ
エ
は
唯
一
、
田
ん
ぼ
で
も
作

れ
る
の
で
、
花
巻
で
大
々
的
に
減
反
政
策
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
お
米
用
の
機
械
も
使
え
る
の
で
、
大
型
の
田

ん
ぼ
で
栽
培
し
て
、
補
助
金
を
も
ら
う
と
な
る
と
、
価
格
も
安
く
な
り
ま
す
か
ら
、
畑
の
我
々
は
淘
汰
さ
れ
る
。
で
す

か
ら
私
は
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
キ
ビ
、
ア
ワ
を
作
っ
て
く
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
逆
に
あ
ち
ら
の
田
ん
ぼ

で
、
キ
ビ
や
ア
ワ
の
栽
培
も
挑
戦
さ
れ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
水
が
た
ま
る
と
駄
目
な
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
の
よ
う

に
、
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
畑
で
い
い
も
の
が
採
れ
ま
す
。

私
自
身
は
タ
カ
キ
ビ
（
写
真
１‒

３
下
段
中
央
）
と
、「
雑
穀
ブ
レ
ン
ド
」（
写
真
１‒

８
）
用
に
ブ
レ
ン
ド
す
る
茶

大
豆
・
黒
大
豆
を
主
に
作
っ
て
い
ま
す
。
タ
カ
キ
ビ
の
茎
は
、
人
に
よ
っ
て
は
集
め
て
積
ん
で
腐
ら
せ
て
堆
肥
に
す
る

の
で
す
が
、
私
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の
後
ろ
に
取
り
付
け
て
破
砕
す
る
機
械
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
付
け
て
全
部
畑
に
戻

し
て
、
来
年
は
そ
こ
に
は
豆
を
作
り
ま
す
。
茶
大
豆
を
ブ
レ
ン
ド
に
使
う
と
、
と
て
も
お
い
し
い
の
で
、
私
は
一
生
懸

命
作
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
県
内
で
も
作
っ
て
な
い
で
す
。
だ
だ
ち
ゃ
豆
（
茶
豆
の
一
品
種
）
は
枝
豆
で
食
べ
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る
で
し
ょ
う
。
で
も
ほ
と
ん
ど
枝
豆
で
出
荷
し
て
し
ま
っ
て
、
農
家
で
も
種
に
す
る
た
め
に
し
か
作
ら
な
い
か
ら
、
大

豆
種
で
は
流
通
し
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
自
分
で
作
る
と
い
う
形
で
す
。
う
ち
の
場
合
は
、
そ
の
茶
大
豆
が
終
わ
っ
た

ら
、
ま
た
タ
カ
キ
ビ
に
戻
る
、
タ
カ
キ
ビ
と
大
豆
の
サ
イ
ク
ル
で
す
。

雑
穀
ブ
レ
ン
ド
商
品
化
の
理
由

良
子
：
雑
穀
料
理
も
、
と
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
し
、
タ
カ
キ
ビ
の
お
団
子
（
写
真
１‒

９
）
な
ど
も
と
て
も
お
い
し

い
で
す
。
で
も
そ
れ
だ
と
一
週
間
に
一
度
と
か
、
二
週
間
に
一
度
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
私
た
ち
は
、
健
康
の
た
め
に

毎
日
食
べ
て
も
飽
き
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
お
米
と
一
緒
に
炊
く
商
品
に
し
て
い
ま
す
。

均
：
日
本
人
全
体
で
見
れ
ば
、
子
ど
も
を
含
め
て
食
物
繊
維
の
取
り
方
が
す
ご
く
減
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
へ
何

気
な
く
雑
穀
入
れ
る
と
、
食
物
繊
維
が
多
い
で
す
も
の
ね
。
で
す
か
ら
私
も
、
こ
れ
で
ま
ず
売
れ
た
の
か
な
と
思
い
ま

す
。
う
ち
に
は
、
十
年
以
上
の
お
客
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
で
も
対
照
的
な
の
が
実
は
村
の
人
た
ち
で
、
雑
穀
を

あ
ま
り
食
べ
な
い
の
で
す
。
理
解
の
あ
る
人
は
食
べ
る
の
で
す
が
、
お
年
寄
り
は
食
べ
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
頃
そ
れ
し

か
食
べ
る
も
の
が
な
く
て
、
や
っ
と
戦
後
、
ポ
ン
プ
も
入
っ
て
水
も
引
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
も
入
っ

て
田
ん
ぼ
が
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
白
い
ご
飯
を
食
べ
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の
に
、
何
で
今
さ
ら
そ
ん
な
も
の
を

と
。

良
子
：
貧
し
さ
の
象
徴
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
お
弁
当
で
ご
飯
を
持
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
時
代
も
、
お
米
の
人

は
普
通
に
お
弁
当
箱
か
ら
食
べ
ら
れ
る
の
に
、
お
弁
当
箱
に
ヒ
エ
が
入
っ
て
い
る
人
は
，
か
き
こ
む
よ
う
に
前
か
が
み

に
な
っ
て
し
ま
う
と
。
そ
れ
だ
け
で
も
金
持
ち
の
子
と
貧
乏
な
子
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
体
の
芯
に
染

み
込
ん
で
い
る
の
で
、
い
ま
さ
ら
体
に
い
い
と
言
っ
て
も
全
然
駄
目
で
す
。

22



雑
穀
栽
培
の
機
械
化

均
：
基
本
的
に
は
、
こ
の
辺
で
ず
っ
と
雑
穀
を
作
っ
て
い
た
三
十
軒
の
農
家
時
代
に
使
っ
て
い
た
の
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー

で
す
ね
。
最
初
に
土
を
起
こ
し
て
、
あ
と
は
全
部
、
手
作
業
で
す
。
雑
草
管
理
も
鍬
一
本
で
す
。「
き
っ
か
け
」
と

言
っ
て
、
浅
く
耕
し
て
、
雑
草
の
小
さ
い
う
ち
に
根
か
ら
切
っ
て
、
そ
れ
か
ら
株
間
に
生
え
て
き
た
草
は
、
お
ば
あ
さ

ん
た
ち
が
気
が
遠
く
な
る
ぐ
ら
い
取
り
ま
す
。
こ
の
株
間
の
草
取
り
は
、
お
ば
あ
さ
ん
が
一
人
で
や
る
の
は
、
二
反
か

ら
三
反
が
限
界
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
株
間
の
草
を
取
る
機
械
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
土
寄
せ
」
と
い
っ
て
、

鍬
で
土
を
寄
せ
て
い
く
。
土
寄
せ
の
小
さ
い
管
理
機
を
持
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
大
体
管
理
は
終
わ
り
で

す
。秋

の
刈
り
取
り
で
、「
雑
穀
用
」
の
バ
イ
ン
ダ
ー
の
機
械
を
持
っ
て
る
の
は
、
私
ぐ
ら
い
で
す
。
バ
イ
ン
ダ
ー
は
バ

リ
カ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
株
を
刈
り
と
り
、
こ
れ
を
麻
ひ
も
で
束
に
縛
っ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
田
ん
ぼ
用
の
バ
イ
ン

ダ
ー
を
畑
作
で
使
う
と
土
寄
せ
し
て
株
元
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
土
を
切
っ
て
し
ま
う
の
で
使
え
な
い
ん
で
す
。

そ
れ
で
雑
穀
用
に
タ
イ
ヤ
の
大
き
い
も
の
を
、
メ
ー
カ
ー
が
作
っ
て
い
て
、
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
に
バ
リ
カ
ン
が
付
い

て
い
る
か
ら
、
土
を
切
ら
な
い
で
コ
メ
を
刈
る
の
と
同
じ
よ
う
に
刈
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
一
般
に
機
械
で
の
収
穫
は
人
間
ほ
ど
う
ま
く
い
か
な
く
て
、（
他
地
域
で
）
ソ
バ
も
機
械
で
は
か
な
り
こ
ぼ
れ

る
そ
う
で
す
し
、
ア
ワ
も
機
械
で
や
る
と
、
こ
ぼ
れ
る
の
で
損
す
る
ら
し
い
で
す
。
で
も
、
も
と
も
と
キ
ビ
と
ソ
バ
は

こ
ぼ
れ
る
の
は
し
ょ
う
が
な
く
て
、
こ
ぼ
れ
る
ぐ
ら
い
で
（
熟
し
て
か
ら
）
収
穫
す
る
の
が
正
し
い
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
ア
ワ
は
、
手
で
刈
り
取
れ
ば
こ
ぼ
れ
な
い
の
で
一
〇
〇
％
回
収
で
き
ま
す
。

乾
燥
は
農
家
の
分
担
で
す
。
バ
イ
ン
ダ
ー
や
手
で
刈
っ
た
も
の
は
、「
は
せ
」
に
か
け
ま
す
ね
。
は
せ
に
か
け
て
乾
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い
た
も
の
は
、「
マ
ド
リ
」
で
叩
く
か
、
あ
と
は
コ
メ
で
使
う
「
ハ
ー
ベ
ス
タ
」
と
い
う
機
械
に
か
け
て
粒
を
取
る
。

良
子
：
で
も
「
は
せ
」
に
干
す
と
単
純
に
言
っ
て
も
、
色
々
干
し
方
が
あ
っ
て
、
ア
ワ
は
「
よ
ろ
い
が
せ
」
と
呼
ば
れ

る
干
し
方
も
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
実
の
粒
々
の
と
こ
ろ
が
み
ん
な
き
れ
い
に
お
日
さ
ま
に
当
た
る
。

均
：
場
所
を
取
ら
な
い
干
し
方
で
、
ア
ワ
の
場
合
は
頭
（
実
の
部
分
）
が
重
い
で
し
ょ
う
。
パ
ッ
と
見
た
感
じ
が
鎧
の

ひ
も
を
編
ん
だ
感
じ
に
見
え
る
干
し
方
で
す
。

雑
穀
類
は
、
脱
穀
し
て
ご
み
や
茎
の
残
り
を
取
り
除
い
た
段
階
で
農
家
か
ら
販
売
さ
れ
ま
す
。
私
は
精
白
す
る
機
械

そ
の
も
の
は
持
っ
て
ま
せ
ん
か
ら
、
精
白
専
門
業
者
へ
持
っ
て
い
き
ま
す
。
コ
メ
で
言
う
白
米
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の

に
し
て
色
彩
選
別
機
で
雑
草
と
か
未
熟
種
子
を
石
抜
き
機
で
小
石
な
ど
を
除
き
ま
す
。

エ
ゴ
マ
（
ジ
ュ
ウ
ネ
ン
）
栽
培
に
つ
い
て

良
子
：
私
も
最
近
知
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
辺
り
は
エ
ゴ
マ
は
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
繊
維
を
取
っ
て
服
を
作
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
八
十
歳
く
ら
い
の
お
ば
あ
さ
ん
が
三
人
ぐ
ら
い
で
、「
そ
う
そ
う
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

方
の
お
ば
あ
さ
ん
が
布
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
お
母
さ
ん
が
そ
れ
を
縫
っ
て
く
れ
て
、
小
学
校
一
年
生
の
こ
ろ
ズ
ボ

ン
を
は
い
て
た
そ
う
で
す
が
、
重
か
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
小
学
校
で
体
重
測
定
が
あ
っ
た
時
、
こ
れ
は
重
い
か
ら
脱

げ
と
言
わ
れ
た
と
。
そ
れ
で
涼
し
か
っ
た
の
？
っ
て
聞
い
た
ら
、
涼
し
か
っ
た
っ
て
。
ま
あ
布
目
が
荒
い
と
い
う
こ
と

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

均
：
そ
も
そ
も
昔
は
涼
し
く
て
、
移
住
し
て
き
た
頃
は
、
こ
の
辺
寒
か
っ
た
で
す
。
劇
的
に
変
わ
り
ま
し
た
。

良
子
：
そ
し
て
エ
ゴ
マ
の
こ
と
は
、
三
人
と
も
「
ジ
ュ
ウ
ネ
ン
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ

か
ら
ジ
ュ
ウ
ネ
ン
を
食
べ
て
た
と
い
う
の
で
す
が
、
私
た
ち
が
来
た
当
初
は
、
ほ
と
ん
ど
見
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
今
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ま
た
健
康
に
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
流
行
っ
て
い
ま
す
。
で
も
私
た
ち
が
来
て
何
年
か
は
全
然
そ
ん
な
話
を
聞
い
た
こ

と
な
く
て
「
な
ん
で
ジ
ュ
ウ
ネ
ン
作
ら
な
く
な
っ
た
の
」
と
言
っ
た
ら
、
こ
の
辺
り
は
シ
ソ
の
生
産
地
、
片
面
紫
蘇

（
葉
の
表
が
青
で
裏
が
赤
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
交
配
し
て
色
を
悪
く
す
る
っ
て
い
う
ん
で
す
。
梅
干
し
用
な

ど
に
使
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
シ
ソ
の
色
を
悪
く
す
る
の
で
ジ
ュ
ウ
ネ
ン
を
作
る
の
を
や
め
た
そ
う
で
す
。
い
い
食
材
な

の
に
も
っ
た
い
な
い
。

均
：
エ
ゴ
マ
は
こ
こ
数
年
、
健
康
ブ
ー
ム
で
値
段
が
上
が
り
ま
し
た
。

雑
穀
栽
培
の
将
来

均
：
一
番
答
え
に
く
い
質
問
で
す
。
私
個
人
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
、
岩
手
県
で
雑
穀
を
扱
っ
て
い
る
同
業
者
が
、

何
か
と
言
え
ば
話
題
す
る
こ
と
で
す
。
生
産
農
家
が
激
減
し
て
い
ま
す
。
若
い
人
が
作
る
に
は
機
械
化
が
難
し
い
と
い

う
こ
と
と
、
年
収
と
し
て
十
分
な
も
の
を
得
る
の
に
雑
穀
だ
け
で
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
雑
穀
を
支
え
て
く
れ
た
の
は
、
例
え
ば
コ
メ
も
作
っ
て
る
、
リ
ン
ゴ
も
作
っ
て
る
、
余
裕
が
あ
る
か
ら
ア

ワ
も
キ
ビ
も
作
っ
て
い
る
と
い
う
農
家
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、
国
内
の
雑
穀
消
費
の
中
で
、「
国
産
が
欲
し
い
」
と

い
う
人
は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
の
で
、
ま
か
な
え
て
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
生
産
者
が
減
っ
て
、
雑
穀
を
食

べ
て
く
れ
る
人
が
増
え
て
き
た
の
で
、
も
の
す
ご
い
品
薄
な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
事
業
と
し
て
は
、
作
れ
ば
売
れ
る

時
期
な
ん
で
す
け
ど
も
、
実
際
の
生
産
者
が
い
な
い
。
う
ち
も
農
業
で
食
っ
て
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
ブ
レ
ン
ド
を

作
っ
た
製
造
業
の
利
益
で
生
活
費
を
か
せ
い
で
る
。
と
に
か
く
モ
ノ
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
作
れ
る
よ
う
に
な

れ
ば
後
継
者
も
出
る
と
い
う
こ
と
で
頼
み
に
し
て
る
の
は
、
一
つ
は
試
験
場
関
係
で
す
ね
。
機
械
化
と
種
苗
の
選
抜
が

ど
こ
ま
で
進
む
か
で
す
。
農
地
は
あ
る
の
で
、
若
い
人
が
雑
穀
生
産
農
家
と
い
う
形
食
べ
て
い
け
る
よ
う
に
、
岩
手
県
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で
も
、
も
の
す
ご
い
力
を
入
れ
て
や
っ
て
く
れ
て
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
二
人
と
し
て
は
、
今
ま
で
培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
も
あ
る
し
、
製
造
業
と
し
て
は
食
べ
て
い
け
る
か
ら
、

や
っ
て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
後
継
者
を
頼
み
た
い
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
、
そ
ん
な
方
は
い
な

い
し
。

良
子
：
た
だ
最
近
、
や
っ
ぱ
り
自
分
た
ち
の
使
命
と
し
て
誰
か
に
伝
え
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
思
う
の
が
、
そ

れ
は
私
た
ち
が
こ
こ
で
二
十
五
年
間
ど
ん
な
に
幸
せ
だ
っ
た
か
っ
て
い
う
こ
と
で
す
。
幸
せ
論
じ
ゃ
な
く
て
、
実
際
、

こ
う
い
う
生
き
方
で
す
ね
。
私
は
市
役
所
だ
と
か
国
の
仕
事
と
か
、
学
校
関
係
と
か
い
ろ
ん
な
こ
と
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
る
ん
で
す
け
ど
、
農
業
を
や
っ
て
る
お
じ
さ
ん
が
、「
あ
あ
、
今
日
は
草
刈
り
の
仕
事
か
」
と
か
、「
今
日
は
こ
こ
の

解
体
を
手
伝
っ
て
る
」
と
か
、「
こ
こ
の
薪
割
り
手
伝
っ
て
る
の
か
」
と
か
い
ろ
ん
な
こ
と
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

こ
そ
狩
猟
と
か
魚
釣
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
仕
事
が
あ
っ
て
、
日
々
大
変
だ
け
ど
色
々
や
る
こ
と
が
あ
る
っ
て
い
う
、
こ

う
い
う
生
き
方
っ
て
す
ご
く
幸
せ
な
こ
と
な
の
か
な
っ
て
。
だ
か
ら
今
は
、
Ｉ
Ｔ
と
か
だ
っ
た
ら
ど
こ
に
住
ん
で
た
っ

て
い
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
何
か
基
本
に
な
る
お
仕
事
は
あ
っ
て
、
副
業
と
い
う
か
趣
味
で
も
い
い
で
す
け
ど
、

こ
れ
か
ら
は
若
い
人
た
ち
も
、
も
っ
と
そ
う
い
う
生
き
方
を
選
択
し
て
も
よ
い
か
な
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
人
間
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
本
来
（
の
人
間
の

姿
）
か
な
っ
て
い
う
…
。
正
解
は
な
い
で
す
が
、
実
際
、
都
会
に
住
ん
で
い
て
、
収
入
は
あ
る
け
ど
満
た
さ
れ
な
い
気

持
ち
の
人
も
い
ま
す
。

均
：
で
も
田
舎
は
土
地
で
も
家
で
も
、
手
に
入
る
ん
だ
け
ど
、
収
入
源
を
ど
う
す
る
か
。
今
、
一
番
大
き
く
立
ち
は
だ

か
っ
て
る
の
は
、
雑
穀
事
業
の
将
来
展
望
と
し
て
は
、
何
よ
り
生
産
者
減
少
の
問
題
が
大
き
く
て
ど
う
し
て
い
い
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。
業
界
の
仲
間
た
ち
と
話
す
の
は
、
消
費
者
の
皆
さ
ん
に
は
本
当
に
申
し
訳
な
い
け
ど
、
雑
穀
を
も
っ
と
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高
く
買
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
需
要
が
本
当
に
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
例
え
ば
今
の
二
倍
で
我
々
が
買
い
取

ろ
う
。
そ
う
し
た
ら
刺
激
さ
れ
て
、
作
る
・
や
る
農
家
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
し
か
な
い
よ
と
（
二
〇
一
七
年
当

時
）。

さ
ら
に
進
む
高
齢
化
と
獣
害
（
二
〇
二
三
年
六
月
時
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
）

均
：
そ
の
後
、
雑
穀
の
値
は
上
が
り
ま
し
た
。
で
も
我
々
業
者
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
持
っ
て
上
げ
た
わ
け
で
は
な
く
、

生
産
者
が
少
な
く
な
っ
て
生
産
量
が
落
ち
て
、
で
も
逆
に
知
名
度
が
高
ま
っ
て
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で

す
。
我
々
業
者
は
、
高
く
金
を
出
さ
な
い
と
買
え
な
く
な
っ
て
、
競
争
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
自
然
と
値
段
が

上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。

消
費
者
マ
イ
ン
ド
の
差
も
あ
っ
て
、
岩
手
産
で
私
た
ち
が
対
象
に
し
て
い
る
人
た
ち
は
健
康
志
向
の
人
で
、
雑
穀
を

健
康
の
た
め
に
食
べ
て
る
人
。
今
、
岩
手
産
が
足
り
な
い
の
で
、
北
海
道
で
も
雑
穀
を
一
所
懸
命
作
り
出
し
ま
し
た
。

で
も
や
っ
ぱ
り
岩
手
産
品
は
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
で
す
。

文
男
：
雑
穀
が
盛
ん
な
時
は
、
ど
こ
で
も
や
っ
て
ま
し
た
ね
。
み
な
、
嵯
峨
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
出
す
雑
穀
を
作
っ
て
ま

し
た
。

均
：（
二
〇
一
七
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
あ
と
）
で
も
ま
た
高
齢
化
が
進
ん
で
、
今
（
二
〇
二
三
年
）
は
川
井
で
は
、

う
ち
を
除
い
て
四
軒
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
と
（
昔
は
い
な
か
っ
た
）
イ
ノ
シ
シ
も
出
て
き
て
、
イ
ノ
シ

シ
が
ひ
ど
く
な
っ
た
ら
や
め
よ
う
か
な
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
ク
マ
は
う
ち
の
す
ぐ
そ
ば
に
も
い
て
。

文
男
：
子
ど
も
の
頃
は
、
ど
こ
に
行
っ
た
っ
て
、
ク
マ
に
会
う
と
か
、
シ
カ
に
会
う
と
か
、
全
然
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
イ
ノ
シ
シ
も
い
な
い
。
ク
マ
は
十
五
年
く
ら
い
前
か
ら
急
に
増
え
ま
し
た
。

27

1．岩手県宮古市旧川井村における雑穀栽培の復興と在来知　
眞貝　理香・羽生　淳子・日鷹　一雅・西原　和代



＊イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て

以
上
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
か
つ
て
細
々
と
各
家
が
自
家
用
に
作
り
続
け
て
き
た
雑
穀
が
、
地
域
内
に
種
も
在
来

知
も
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
嵯
峨
さ
ん
ご
夫
婦
の
尽
力
と
新
た
な
販
路
を
得
た
こ
と
で
息
を
吹
き
返
し
、
地
元
に
大
き
な

動
き
が
現
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
昔
か
ら
「
篤
農
家
」
と
呼
ば
れ
る
農
家
は
、
地
域
に
新
た
な
技
術
を
普
及
し
た

り
、
所
得
向
上
に
貢
献
し
て
き
た
。
嵯
峨
さ
ん
の
場
合
、
新
た
な
技
術
で
は
な
く
、
地
域
に
従
来
あ
っ
た
栽
培
技
術
・

在
来
知
を
復
興
さ
せ
つ
つ
、
一
部
、
現
代
機
械
の
導
入
、
製
品
化
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
販
路
拡
大
に
よ
っ
て
、
地
域

の
力
を
目
覚
め
さ
せ
た
「
地
域
復
興
型
」
の
篤
農
家
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
話
を
聞
く
た
び
に
、
大
変
な
作
業
な
が
ら
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
雑
穀
栽
培
の
巧
み
さ
に
敬
服
す
る
。
そ

れ
と
同
時
に
、「
高
齢
化
」
と
、
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
「
獣
害
」
と
い
う
二
つ
の
現
代
農
村
社
会
の
問
題
の
大

き
さ
、
そ
し
て
そ
の
進
行
の
速
さ
に
危
機
を
感
じ
て
い
る
。

二
〇
二
三
年
か
ら
一
〇
年
間
の
岩
手
県
内
の
主
雑
穀
の
生
産
状
況
を
み
て
も
（
表
１‒

１
）、
モ
ロ
コ
シ
（
タ
カ
キ

ビ
）
は
か
ろ
う
じ
て
生
産
量
を
維
持
し
て
い
る
が
、
他
の
雑
穀
類
は
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
現
状
で
は
、
岩
手
県

産
雑
穀
の
消
費
者
ニ
ー
ズ
は
確
実
に
あ
り
、
雑
穀
の
買
取
り
価
格
が
上
昇
し
つ
つ
も
、
雑
穀
栽
培
「
だ
け
」
で
は
生
計

が
成
り
立
ち
に
く
い
。
今
後
、
雑
穀
栽
培
に
加
え
て
、
地
域
の
自
然
資
源
を
利
用
し
た
林
業
、
狩
猟
、
川
釣
り
、
養
蜂
、

工
芸
、
食
品
加
工
等
々
や
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
な
ど
、
複
数
の
収
入
源
を
前
提
と
し
た
暮
ら
し
の
設
計
、
複
合
生

業
施
策
の
必
要
性
を
感
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
嵯
峨
良
子
さ
ん
に
よ
る
「
私
た
ち
が
こ
こ
で
二
十
五
年
間

ど
ん
な
に
幸
せ
だ
っ
た
か
」
と
い
う
発
言
は
、
山
間
地
域
か
ら
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
発
信
で
あ
り
、
将
来
の
展
望
を
考
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え
る
上
で
の
大
き
な
光
と
な
る
。（
眞
貝
）

注
１
：
本
文
の
内
容
は
、
嵯
峨
均
さ
ん
・
良
子
さ
ん
、
中
村
文
男
さ
ん
の
体
験
に
よ
る
も
の
で
、
宮
古
市
内
で
も
、

地
域
や
家
庭
に
よ
る
道
具
や
雑
穀
の
呼
称
の
差
、
利
用
・
活
動
の
差
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
ヒ
エ
の
乾

燥
に
つ
い
て
、
宮
古
市
北
上
山
地
民
俗
資
料
館
の
第
二
五
回
企
画
展
「
山
里
の
暮
ら
し
と
保
存
食
（
会
期
：
令
和

四
年
一
〇
月
一
日
〜
十
二
月
二
十
五
日
）」
の
解
説
パ
ネ
ル
「
夏
場
は
［
莚む

し
ろ］

の
上
で
天
日
乾
燥
さ
せ
、
冬
場
は

［
た
な
や
］（
一
間
四
方
で
中
に
棚
が
あ
る
）
で
乾
燥
さ
せ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

注
２
：
中
村
さ
ん
へ
の
補
足
聞
き
取
り
に
よ
る
と
（
二
〇
二
五
年
二
月
一
九
日
）、
こ
の
カ
ヤ
は
放
牧
用
牧
草
地
に

生
え
た
カ
ヤ
の
こ
と
で
あ
る
。
屋
根
を
葺
く
た
め
の
カ
ヤ
は
、「
カ
ヤ
刈
り
場
」
と
呼
ば
れ
る
別
の
場
所
で
、
太

い
カ
ヤ
を
大
切
に
育
て
て
い
た
が
、
昭
和
三
〇
年
以
降
、
カ
ヤ
屋
根
は
ト
タ
ン
や
瓦
屋
根
に
置
き
換
わ
っ
て
い
く
。

し
か
し
牧
草
地
に
も
細
め
の
カ
ヤ
は
少
し
出
て
く
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
炭
の
梱
包
用
の
「
炭
ス
ゴ
」
を
編
む
の
に

適
し
て
お
り
利
用
し
て
い
た
、
と
い
う
。

注
３
：
ウ
マ
の
飼
育
と
山
へ
の
放
牧
は
、
小
国
地
域
の
事
例
。
川
内
地
区
な
ど
で
は
ウ
シ
（
短
角
牛
）
を
春
夏
に
放

牧
し
、
下
山
さ
せ
た
ウ
シ
の
堆
肥
を
オ
オ
ム
ギ
の
元
肥
・
追
肥
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。

謝
辞

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
も
折
に
触
れ
様
々
な
こ
と
を
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
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嵯
峨
均
さ
ん
・
良
子
さ
ん
、
地
元
の
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
っ
た
中
村
文
男
さ
ん
・
世
志
子
さ
ん
、
ま
た
突
然
の
訪

問
に
も
関
わ
ら
ず
、
畑
を
ご
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
佐
々
木
ハ
ル
さ
ん
に
も
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
約

十
年
間
に
わ
た
り
、
地
域
の
お
話
を
お
伺
い
し
て
い
る
佐
々
木
冨
治
さ
ん
・
ア
キ
さ
ん
（
川
内
地
区
）、
神
楽
栄
子
さ

ん
（
鈴
久
名
地
区
）
に
も
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

文
献

真
貝
理
香
・
羽
生
淳
子
二
〇
一
八
「
主
食
の
多
様
性
、
在
来
知
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
―
歴
史
生
態
学
か
ら
み
た
北
上
山
地

旧
川
井
村
地
区
の
文
化
景
観
―
」、
羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な

ぐ
―
東
北
に
お
け
る
在
来
知
と
環
境
教
育
の
現
在
―
』
九
九
〜
一
四
〇
頁
。
東
海
大
学
出
版
部
。

真
貝
理
香
二
〇
一
九
「
雑
穀
が
つ
な
ぐ
・
過
去
・
現
在
・
未
来
」
羽
生
淳
子
編
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
1　

地

域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
在
来
知
』
三
四
〜
四
九
頁
。
人
間
文
化
研
究
機
構
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
。

https://w
w

w
.chikyu.ac.jp/fooddiversity/new

sletter/file/Resilient1.pdf

（
二
〇
二
五
年
三
月
三
日
参
照
）

真
貝
理
香
二
〇
二
四
「
嵯
峨
農
園
に
よ
る
雑
穀
栽
培
の
復
興
と
在
来
知
―
岩
手
県
宮
古
市
江
繋
（
旧
川
井
村
）
の
事
例

か
ら
」
羽
生
淳
子
編
『
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
―
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の

協
働
―
』
二
四
〜
三
二
頁
。
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
プ
ロ
グ
ラ
ム
1　

住
友
財
団
二
〇
一
九
年
度
環
境
研
究
助
成

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

https://w
w

w
.chikyu.ac.jp/rihn/cm

s_upload/publicity/368/book.pdf

（
二
〇
二
五
年
三
月
三
日
参
照
）

公
益
財
団
法
人
日
本
特
産
農
産
物
種
苗
協
会
二
〇
二
〇
『
特
産
種
苗
』【
雑
穀
類
の
生
産
状
況
】（
平
成
二
六
〜
平
成

三
〇
年
産
）
No
．30
。
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公
益
財
団
法
人
日
本
特
産
農
産
物
種
苗
協
会
二
〇
二
五
『
特
産
種
苗
』【
雑
穀
類
の
生
産
状
況
】（
令
和
元
〜
令
和
五
年

産
）
No
．40
。
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表 1‒1 岩手県の雑穀類の作付面積・収穫量（t）

公益財団法人日本特産農産物種苗協会（2020、2025）より、岩手県のデータを抽出して作成

写真1－1 嵯峨均さん、良子さん
（2012年 9月、嵯峨均さん提供）
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写真1－2 中村文男さん
（2023年 6月、眞貝理香撮影）

写真１-3 岩手県産雑穀各種
上段（左から）：ヒエ（白干し）、ヒエ（黒蒸し）モチアワ（白粒）
下段（左から）：キビ、タカキビ、ソバ
（2019年 7月、眞貝理香撮影）
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写真1-6 中村家の「にわ釜」
（2023年 6月、眞貝理香撮影）

写真1－5
キビ畑に立つ佐々木ハルさん
（2017年 8月、小鹿由加里撮影）

写真1－4
選別されたクリーム色の粒から育った�

登熟前のキビ゙
（2017年 8月、眞貝理香撮影）
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写真1-7 ムギけえ（ムギ雑炊）
神楽栄子さん（鈴久名地区、岩手県「食の匠」認定者）
による調理
オオムギの押麦を使っているが、かつては丸麦（押して
いない、そのままの粒の麦）が利用されたこともある
（2023年 6月、西原和代撮影）

写真１-8 雑穀ミックスの一例
豆類も入った十穀ミックス
（2023年 9月、眞貝理香撮影）

写真１-9 タカキビ団子
小豆汁にタカキビ粉で作った団子が入っている
神楽栄子さん調理
（2025年 2月、羽生淳子撮影）

35

1．岩手県宮古市旧川井村における雑穀栽培の復興と在来知　
眞貝　理香・羽生　淳子・日鷹　一雅・西原　和代



２
．
火
の
利
用
か
ら
考
え
る
食
・
生
業
の
多
様
性
と
景
観
づ
く
り

羽
生　

淳
子

日
鷹　

一
雅

眞
貝　

理
香

ケ
ン
ト
・
Ｇ
．
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
環
境
管
理
の
一
手
法
と
し
て
の
火
の
利
用
が
、
地
域
に
お
け
る
食
・
生
業
の
多
様
性
と
ど
の
よ
う
に
結

び
つ
い
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
マ
ク
ロ
な
地
域
レ
ベ
ル
に
お
け
る
景
観
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
日
本
の
事
例
を
通
じ
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
通
じ
て
、

在
来
知
に
も
と
づ
い
た
火
の
利
用
と
農
生
態
系
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
の
関
係
を
論
じ
る
。

筆
者
の
う
ち
、
羽
生
・
日
鷹
・
眞
貝
は
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
お
い
て
、
日
本
の
農
山
村
部
に
残
る
在

来
知
に
も
と
づ
い
た
環
境
管
理
と
、
地
域
の
食
・
生
業
の
多
様
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
（
羽
生
編

二
〇
二
四
、
羽
生
・
佐
々
木
・
福
永
編
二
〇
一
八
）。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
二
四
年
一
月
八
日
に

は
、
岩
手
県
一
戸
町
御
所
野
縄
文
博
物
館
で
、「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：
採
集
と
農
耕
の
は
ざ
ま
で
―
在
来
知
か
ら
み

た
考
古
学
・
民
族
学
と
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
接
点
―
」
を
開
催
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日
米
加
三
ヵ
国
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の
研
究
者
が
集
ま
り
、
在
来
知
に
も
と
づ
い
た
小
規
模
で
多
様
な
生
業
活
動
と
環
境
管
理
が
、
農
生
態
系
と
そ
れ
に
依

拠
す
る
人
間
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
論
じ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
の
う
ち
、
ケ
ン
ト
・
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
）
の
講
演

「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
先
住
民
族
は
な
ぜ
農
耕
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
の
か
」（Lightfoot 2024

）
と
、
ゲ
イ
リ
ー
・

ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
（
ト
ロ
ン
ト
大
学
）
の
講
演
「
東
ア
ジ
ア
考
古
学
か
ら
見
た
小
穀
物
の
生
態
と
持
続
性
の
変
遷
」

（Craw
ford 2024

）
は
、
と
く
に
示
唆
に
富
む
。
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
は
、
伝
統
的
な
考
古
学
研
究
に
お
け
る
、
狩
猟
採

集
社
会
と
農
耕
社
会
と
い
う
二
分
法
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
外
来
栽
培
種
の
農
耕
に
依
存
し
な
い
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の

先
住
民
族
文
化
に
お
け
る
、
火
を
用
い
た
環
境
管
理
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
は
、
東
ア
ジ
ア
先
史
時

代
に
お
い
て
、
野
生
種
・
栽
培
種
の
両
者
に
つ
い
て
小
穀
物
（sm

all grains

）
が
重
要
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
、
こ

れ
ら
の
小
穀
物
と
人
間
と
の
関
係
が
形
作
ら
れ
る
た
め
に
は
、
植
生
密
度
が
低
い
、
植
生
遷
移
の
初
期
段
階
に
お
け
る

人
為
的
な
環
境
づ
く
り
（
ニ
ッ
チ
ェ
構
築, niche construction

）
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
い
ず
れ
の

発
表
で
も
、
人
為
的
な
環
境
下
に
お
け
る
植
生
遷
移
と
利
用
可
能
植
物
の
多
様
性
が
強
調
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
第
一
に
、
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
（Lightfoot 2024

）
の
発
表
内
容
と
、
二
〇
二
一
年
の
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
の

著
作
（Lightfoot 2021

）
を
中
心
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
文
化
的
火
入
れ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、

日
本
の
農
林
業
に
お
け
る
火
の
利
用
に
つ
い
て
、
焼
畑
と
野
焼
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
結
果
を
も
と

に
、
第
三
に
、
筆
者
ら
が
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
行
っ
た
岩
手
県
宮
古
市
旧
川
井
村
に
お
け
る
火
の
利
用
に
つ
い
て
、
同

地
域
の
民
俗
誌
の
記
録
と
対
比
し
な
が
ら
考
え
る
。

な
お
、
本
稿
の
第
一
節
「
は
じ
め
に
」
は
羽
生
が
、
第
四
節
「
事
例
研
究
―
岩
手
県
宮
古
市
旧
川
井
村
に
お
け
る
火

の
利
用
―
」
は
羽
生
と
眞
貝
の
研
究
結
果
を
も
と
に
両
名
が
、
主
と
し
て
執
筆
し
た
。
第
二
節
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
先
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住
民
族
に
お
け
る
文
化
的
火
入
れ
」
は
、
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
が
二
〇
二
四
年
に
行
っ
た
講
演
の
書
き
起
し
原
稿
に
も
と
づ

い
て
羽
生
が
ま
と
め
、
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
に
内
容
の
確
認
を
依
頼
し
た
。
第
三
節
「
日
本
の
焼
畑
と
野
焼
き
」
は
日
鷹
が

執
筆
し
た
原
稿
を
羽
生
が
編
集
し
た
。
最
終
節
「
今
後
の
研
究
展
開
に
向
け
て
」
の
内
容
は
、
著
者
四
名
の
協
議
の
結

果
を
羽
生
と
日
鷹
が
ま
と
め
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
先
住
民
族
に
お
け
る
文
化
的
火
入
れ

ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
（Lightfoot 2024

）
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
先
住
民
族
が
農
耕
社
会
に
移
行
し
な
か
っ
た
主
な

理
由
は
、「
文
化
的
火
入
れ
」（cultural burning

）
を
中
心
と
す
る
環
境
管
理
と
、
地
域
固
有
種
の
管
理
栽
培
を
含

む
小
規
模
で
多
様
な
生
業
活
動
が
、
き
わ
め
て
効
果
的
に
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
文

化
的
火
入
れ
は
、「
良
い
火
」（good fire

）
と
呼
ば
れ
、
下
草
の
除
去
や
害
虫
の
駆
除
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
狩
猟
を

容
易
に
し
、
食
料
、
道
具
作
り
の
原
材
料
、
薬
用
と
し
て
利
用
可
能
な
動
植
物
の
生
育
を
う
な
が
し
て
い
た
。
火
入
れ

方
法
の
細
部
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
各
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
①
火
入
れ
の
規
模
は
比
較
的
小
規

模
で
あ
る
こ
と
、
②
火
力
を
抑
え
て
地
表
面
だ
け
を
焼
く
こ
と
、
③
植
生
密
度
が
低
い
う
ち
に
頻
繁
に
火
入
れ
を
行
う

こ
と
、
は
共
通
し
て
い
る
。
各
部
族
の
領
域
内
で
地
点
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
小
規
模
な
面
積
を
焼
く
行
為
を
繰
り
返
し

た
結
果
、
モ
ザ
イ
ク
状
の
多
様
な
動
植
物
の
生
息
環
境
が
形
成
さ
れ
る
（
図
２‒

１
）。
こ
れ
に
よ
り
、
シ
カ
を
含
む

狩
猟
対
象
動
物
が
集
ま
り
、
そ
の
生
息
数
も
増
加
す
る
。

ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
（Lightfoot 2024

）
は
、
火
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
資
源
の
保

全
管
理
（stew

ardship

）
シ
ス
テ
ム
は
、
先
住
民
族
の
社
会
政
治
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
点
を
強
調

す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
る
以
前
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
、
何
百
に
も
及
ぶ
小
規
模
な
部
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族
政
治
共
同
体
（polities

）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
で
主
権
を
持
つ
、
モ
ザ
イ
ク
状
の
複
雑
な
地
理
的
・
政
治
的
景

観
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
各
部
族
の
指
導
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
に
お
け
る
土
地
・
水
・
資
源
を
管
理
し
、

ダ
ン
ス
や
祭
り
を
主
催
し
、
共
同
体
と
し
て
の
活
動
を
取
り
仕
切
っ
た
。
部
族
の
平
均
人
口
は
百
〜
五
百
人
程
度
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
南
部
の
海
岸
部
で
は
千
人
を
越
え
る
可
能
性
も
推
測
さ
れ
る
。
領
域
の
面
積
は
、

地
形
や
資
源
生
産
量
、
隣
接
す
る
部
族
と
の
交
流
の
度
合
い
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
海
岸
地
域
や
セ

ン
ト
ラ
ル
・
バ
レ
ー
で
は
、
数
百
キ
ロ
平
方
メ
ー
ト
ル
よ
り
狭
い
場
合
も
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
植
民
地
化
以

前
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
景
観
は
、
多
数
の
小
・
中
規
模
の
部
族
政
治
共
同
体
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
た
状
況
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
け
る
資
源
保
全
管
理
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
（Lightfoot 2024

）
は
、
①

植
生
遷
移
の
諸
段
階
に
お
い
て
多
様
な
資
源
が
利
用
可
能
に
な
る
た
め
、
代
替
資
源
が
常
に
複
数
存
在
し
、
気
候
変
動

等
が
生
じ
て
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
こ
と
、
②
環
境
管
理
に
必
要
な
労
働
力
投
下
量
は
農
業
よ
り
少
な
い
た
め
、
洪
水

や
部
族
間
の
戦
争
な
ど
の
天
災
・
人
災
が
生
じ
て
も
、
そ
の
被
害
か
ら
迅
速
に
立
ち
直
り
や
す
い
こ
と
、
③
長
年
に
わ

た
っ
て
火
を
用
い
た
環
境
管
理
を
続
け
た
結
果
、
植
生
遷
移
の
各
段
階
に
お
け
る
資
源
利
用
の
集
約
化
が
進
み
、
単
位

面
積
当
た
り
の
収
穫
量
が
増
加
し
て
高
い
人
口
密
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
の
三
点
を
あ
げ
た
。
写
真
２‒

１

に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
マ
リ
ポ
サ
に
お
い
て
、
モ
ザ
イ
ク
状
の
多
様
な
植
生
を
生
み
出
す
た
め
に
、
草
原
地
帯
の
一

部
に
火
入
れ
を
行
っ
た
例
を
示
す
。

さ
ら
に
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
は
、
二
〇
二
一
年
の
論
文
（Lightfoot 2021

）
に
お
い
て
、
文
化
的
火
入
れ
の
歴
史
的
連

続
性
は
、
考
古
学
か
ら
も
検
証
可
能
で
あ
り
、
文
化
的
火
入
れ
の
歴
史
は
少
な
く
と
も
一
二
〇
〇
〜
一
三
〇
〇
年
前
に

さ
か
の
ぼ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
詳
細
は
、
羽
生
二
〇
二
五
を
参
照
）。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
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お
け
る
文
化
的
火
入
れ
は
、
小
規
模
で
低
火
力
の
火
入
れ
を
頻
繁
に
行
う
こ
と
、
植
生
遷
移
の
諸
段
階
が
モ
ザ
イ
ク
状

に
同
時
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
用
可
能
資
源
の
多
様
性
が
高
ま
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
環
境
管
理
は
そ
れ

ぞ
れ
の
小
部
族
の
社
会
組
織
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
が
わ
か
る
。

日
本
の
焼
畑
と
野
焼
き

さ
て
、
日
本
の
農
林
業
に
お
け
る
火
の
利
用
に
つ
い
て
の
研
究
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

私
た
ち
は
日
常
、
火
を
利
用

し
、
そ
れ
な
し
で
暮
ら
し
て
は
い
な
い
。
食
の
場
面
や
暖
を
と
る
以
外
に
、
農
村
現
場
で
は
火
の
利
用
は
日
常
茶
飯
事

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
を
類
型
化
し
体
系
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
は
、
日
本
に
は
少
な
い
。

グ
リ
ー
ス
マ
ン
は
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
教
科
書
初
版
（Gliessm

an 1998

）
に
お
い
て
、
火
の
利
用
に
関
し
て

一
章
を
充
て
て
体
系
的
に
解
説
し
、
炭
素
収
支
の
観
点
か
ら
日
本
の
事
例
（K

oizum
i et al., 1994

）
に
も
言
及
し
て

い
る
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
で
は
も
う
見
る
こ
と
は
稀
な
、
一
九
八
〇
年
代
の
北
関
東
に
お
け
る
、

陸
稲
と
は
だ
か
麦
の
二
毛
作
輪
作
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
グ
リ
ー
ス
マ
ン
は
、
作
物
残
渣
の
火
入
れ
に
よ

る
ラ
ン
ド
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
（
い
わ
ゆ
る
開
墾
的
な
管
理
）
の
一
例
と
し
て
引
用
し
、
農
生
態
系
維
持
に
お
け
る
火
の
利

用
の
効
用
を
紹
介
し
て
い
る
。

現
在
で
も
、
耕
作
終
了
・
放
棄
後
の
栽
培
管
理
上
、
不
要
な
植
物
や
そ
の
残
渣
、
作
物
残
渣
を
焼
き
払
う
行
為
は
広

く
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
節
で
検
討
す
る
の
は
、
山
が
ち
な
地
形
の
日
本
列
島
で
行
わ
れ
て
き
た
焼
畑
、
山
焼

き
、
野
焼
き
と
い
わ
れ
る
、
伝
統
的
な
火
の
利
用
形
態
で
あ
る
。

グ
リ
ー
ス
マ
ン
（
二
〇
一
四
）
が
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
農
生
態
学
）
の
視
点
か
ら
レ
ビ
ュ
ー
を
試
み
て
い
る
よ
う

に
、
火
の
利
用
は
、
世
界
中
の
農
業
で
重
要
な
耕
種
手
段
と
し
て
、
ま
た
農
地
環
境
の
管
理
技
術
と
し
て
、
現
在
で
も
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広
く
多
様
な
作
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
カ
リ
フ
ォ
リ
ニ
ア
の
大
陸
沿
岸
の
平
地
や
、
緩
慢
な
傾
斜
の
丘
陵

地
・
乾
燥
地
で
は
、
湿
潤
な
温
帯
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
日
本
と
は
異
な
る
火
入
れ
の
方
法
が
発
達
し
て
い
る
。

日
本
の
農
林
業
に
お
け
る
火
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
形
態
が
知
ら
れ
て
い
る
。
島
嶼
で
あ
る
日
本
列
島

は
、
急
峻
な
山
が
ち
な
地
形
を
伴
う
地
域
が
多
い
。
現
代
で
は
、
焼
畑
や
山
焼
き
の
存
続
自
体
が
危
う
い
た
め
に
、
古

来
か
ら
の
伝
統
的
火
入
れ
法
の
多
様
性
と
そ
の
在
来
知
が
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
農
業

に
お
け
る
火
の
利
用
に
つ
い
て
着
目
し
た
場
合
、
二
種
類
の
火
入
れ
の
手
法
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
種
類
の
火
入
れ
は
、
日
本
の
焼
畑
研
究
に
お
け
る
人
文
地
理
学
的
な
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
、
佐
々

木
高
明
（
一
九
七
二
）
に
よ
る
詳
細
な
記
載
的
研
究
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
佐
々
木
は
、
日
本
各
地
の
焼
畑
で

の
火
入
れ
の
特
徴
は
、
必
ず
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
、
元
火
は
斜
面
の
上
部
か
ら
点
火
し
、
火
を
降
ろ
し
て
い
く
焼
き
方

の
作
法
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
日
鷹
が
、
こ
れ
ま
で
に
二
度
、
実
際
に
実
体
験
し
た
宮
崎
県
椎
葉
村
の
火
入
れ
も
同

様
の
作
法
で
あ
る
（
写
真
２‒

２
）。
具
体
的
に
は
、
必
ず
斜
面
上
部
片
か
ら
点
火
、
点
状
に
横
方
向
に
火
を
ラ
イ
ン

上
に
つ
け
て
い
き
、
斜
面
下
部
に
ゆ
っ
く
り
お
ろ
し
て
い
く
も
の
だ
（
高
橋
一
九
八
九
）。
こ
の
よ
う
な
火
を
降
ろ
し

て
い
く
焼
き
方
は
、
同
じ
九
州
山
地
の
西
米
良
（
須
藤
一
九
九
一
）、
白
山
（
橘
一
九
九
四
）、
四
国
で
は
椿
山
（
福
井

一
九
七
四
）、
東
祖
谷
（
日
鷹
他
一
九
九
三
）
で
も
調
査
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
、
日
本
の
伝
統
的
焼
畑
に
お
け
る
一
つ
の
常
法
と
み
な
し
て
よ
い
。

も
う
一
つ
の
火
入
れ
法
は
、
山
焼
き
で
あ
る
。
広
義
の
山
焼
き
は
、
家
畜
類
の
飼
料
や
萱
葺
屋
根
の
材
料
と
し
て
の

カ
ヤ
（
ス
ス
キ
）
の
管
理
を
中
心
と
す
る
大
規
模
な
山
焼
き
と
、
牛
馬
の
飼
料
採
取
や
山
菜
取
り
な
ど
を
目
的
と
し
た

比
較
的
小
規
模
な
野
焼
き
の
両
者
を
含
む
。
植
物
生
態
学
の
分
野
で
は
、
飯
泉
（
一
九
九
一
）
に
よ
り
、
そ
の
詳
細
な

研
究
が
山
火
事
と
の
比
較
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。
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日
鷹
は
、
広
域
な
草
原
植
生
造
成
を
目
的
と
し
た
大
規
模
な
山
焼
き
に
つ
い
て
、
東
北
地
方
（
頭
山
他
一
九
九
八
）

と
、
中
国
・
四
国
・
九
州
の
各
地
で
、
実
際
の
事
例
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
基
本
的
に
は
、

下
か
ら
火
を
入
れ
て
草
原
の
山
を
広
く
焼
い
て
お
り
、
焼
畑
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
焼

畑
と
同
様
に
、
ま
ず
、
焼
き
た
い
草
原
の
上
方
斜
面
に
防
火
帯
を
造
り
、
そ
の
上
辺
か
ら
火
入
れ
す
る
こ
と
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
下
か
ら
点
火
す
る
か
、
あ
る
い
は
上
か
ら
点
火
す
る
か
、
と
い
う
選
択
は
、
焼
く
時
の
目
的
と
、
延
焼
な

ど
の
リ
ス
ク
管
理
に
よ
っ
て
、
適
宜
決
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

比
較
的
小
規
模
な
野
焼
き
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
後
述
す
る
、
岩
手
県
宮
古
市
旧
川
井
村
の
例
で
は
、
延
焼
を
防
い

で
牧
草
を
得
る
目
的
で
、
防
火
帯
を
し
っ
か
り
切
り
込
ん
で
か
ら
、
斜
面
の
上
か
ら
点
火
し
て
焼
き
下
ろ
し
て
い
る
。

要
約
す
る
と
、
点
火
の
方
向
の
判
断
は
、
焼
く
面
積
、
植
生
、
風
向
き
、
風
力
、
降
雨
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
地
形
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
で
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
火
の
回
し
方
の
方
法
は
、
臨
機
応
変
で
巧
妙
な
在
来
知
と
い
え
る
。

こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
焼
畑
と
山
焼
き
・
野
焼
き
で
は
、
環
境
管
理
の
目
的
が
違
う
点
で
あ
る
。
焼
畑
の
目
的

は
、
森
林
生
態
系
を
、
三
年
か
ら
十
年
く
ら
い
の
期
間
、
畑
と
し
て
利
用
し
、
穀
物
や
野
菜
を
栽
培
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
山
焼
き
・
野
焼
き
の
主
目
的
は
、
植
生
遷
移
を
止
め
、
草
原
を
維
持
管
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
焼
畑
型
」
の
火
入
れ
が
、
焼
畑
を
短
期
間
の
間
、
畑
に
し
た
ら
し
め
る
の
か
？　

グ
リ
ー
ス
マ
ン

（
二
〇
二
四
）
は
、
農
業
に
お
け
る
火
の
利
用
に
つ
い
て
、
土
壌
管
理
、
雑
草
管
理
、
病
害
虫
管
理
、
あ
る
い
は
資
源

利
用
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
生
態
学
的
遷
移
の
構
造
と
機
能
の
観
点
か
ら
解
析
研
究
を
進
め
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

村
本
他
（
二
〇
二
四
）
に
よ
る
、
在
来
知
と
し
て
の
火
入
れ
の
効
用
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
は
、
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

本
節
で
述
べ
た
、
上
か
ら
焼
き
下
ろ
す
か
、
下
か
ら
焼
き
上
げ
る
か
の
、
二
つ
の
火
入
れ
方
法
の
比
較
に
つ
い
て
は
、

日
鷹
を
含
む
広
島
大
学
総
合
科
学
部
の
高
橋
史
樹
研
究
室
（
応
用
生
態
学
）
が
、
一
九
八
五
年
盛
夏
に
、
宮
崎
県
椎
葉
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村
の
最
期
の
伝
統
的
焼
畑
伝
承
者
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
椎
葉
秀
明
・
ク
ニ
子
夫
妻
（
日
鷹
二
〇
〇
〇
）
と
と
も
に
研
究

を
行
っ
た
（
鎌
田
・
中
越
・
高
橋
一
九
八
七
、
高
橋
一
九
八
九
）。
日
鷹
が
、
椎
葉
村
で
椎
葉
夫
妻
と
と
も
に
火
入
れ

の
手
伝
い
を
し
た
際
の
火
入
れ
の
火
力
は
、
身
の
危
険
を
感
じ
る
く
ら
い
に
強
い
も
の
だ
っ
た
（
写
真
２‒

２
）。
高

橋
（
一
九
八
九
）
は
、
火
入
れ
後
の
土
中
温
度
の
計
測
的
測
定
デ
ー
タ
か
ら
、
土
壌
表
層
の
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
お
い
て
は
、
写
真
の
よ
う
な
火
炎
力
で
も
、
地
中
温
度
の
上
昇
は
五
十
数
度
で
あ
り
、
そ
れ
が
三
十
分
程
度
の
間
続

い
た
こ
と
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
は
最
高
で
も
四
十
度
未
満
の
ヒ
ト
の
体
温
程
度
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る

（
図
２‒

２
参
照
）。
福
井
（
一
九
七
四
）
の
高
知
県
椿
山
の
焼
畑
で
の
測
定
事
例
で
は
、
火
入
れ
後
の
温
度
上
昇
は
、

高
橋
ら
の
測
定
結
果
よ
り
さ
ら
に
低
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
焼
畑
に
お
け
る
火
入
れ
は
、
斜
面
の
上
面
か
ら
下
面
焼
き
下
ろ
し
て
、
表
層

の
燃
料
を
じ
っ
く
り
焼
い
て
い
く
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
森
林
伐
開
後
の
動
植
物
相
な
ど
、
生
物
群
集
へ
の
影
響
は
、

そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
い
と
結
論
で
き
る
。
さ
ら
に
、
椎
葉
村
に
お
け
る
火
入
れ
の
事
例
で
は
、
落
葉
樹
二
次
林
の
パ
ル

プ
原
料
材
の
伐
採
搬
出
後
の
残
渣
に
火
入
れ
し
て
お
り
、
表
層
燃
料
の
量
は
伝
統
的
な
焼
畑
か
ら
す
れ
ば
少
量
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
グ
リ
ー
ス
マ
ン
（
二
〇
二
四
）
は
、
火
入
れ
に
よ
る
雑
草
駆
除
の
効
果
な
ど
紹
介

し
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
は
埋
土
種
子
の
発
芽
実
験
な
ど
か
ら
、
表
層
の
一
部
の
種
子
の
消
失
を
促
す
程
度
で
あ
り
、

栽
培
す
る
上
で
一
時
的
に
は
除
草
効
果
が
認
め
ら
れ
た
程
度
に
過
ぎ
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

日
本
列
島
に
お
い
て
は
、
本
節
で
述
べ
た
以
外
に
も
、
多
様
な
伝
統
的
火
入
れ
の
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、

本
章
の
第
二
節
で
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
が
行
っ
た
よ
う
に
、
在
来
知
と
し
て
見
定
め
な
が
ら
研
究
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が

急
務
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
在
も
火
入
れ
を
行
っ
て
い
る
在
来
知
の
継
承
者
か
ら
直
接
お
話
を
伺
え
る
椎
葉
村

や
、
次
節
で
扱
う
旧
川
井
村
の
よ
う
な
事
例
を
、
数
多
く
調
査
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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事
例
研
究
―
岩
手
県
宮
古
市
旧
川
井
村
に
お
け
る
火
の
利
用
―

焼
畑
と
山
焼
き
の
在
り
方
を
考
え
る
際
に
示
唆
に
富
む
事
例
と
し
て
、
羽
生
・
眞
貝
ら
が
民
俗
誌
の
分
析
と
聞
き
取

り
調
査
を
行
っ
た
岩
手
県
宮
古
市
旧
川
井
村
の
事
例
が
あ
る
（
真
貝
二
〇
一
九
、
真
貝
・
羽
生
二
〇
一
八
、
羽
生

二
〇
一
九
）。
旧
川
井
村
は
、
北
上
山
地
の
中
央
に
位
置
し
、
閉
伊
川
と
そ
の
支
流
に
沿
っ
て
集
落
が
点
在
し
て
い
る
。

平
坦
地
が
少
な
く
寒
冷
な
気
候
の
こ
の
地
域
で
は
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
に
水
田
耕
作
が
本
格
化
す
る
以
前
は
ヒ
エ
と

オ
オ
ム
ギ
が
主
食
で
あ
っ
た
。
主
食
の
生
産
に
つ
い
て
は
、
常
畑
（
熟
畑
）
に
お
け
る
ヒ
エ
・
ム
ギ
・
マ
メ
の
二
年
三

毛
作
（
二
年
間
で
三
種
類
の
作
物
を
栽
培
す
る
こ
と
）
に
加
え
て
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
ソ
バ
や
ア
ワ
、
キ
ビ
を
焼

畑
で
栽
培
し
、
さ
ら
に
不
作
の
年
に
備
え
て
ド
ン
グ
リ
（
シ
タ
ミ
）
や
ト
チ
を
救
荒
食
と
し
て
屋
根
裏
に
貯
蔵
し
た

（
川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
二
〇
一
四
、
真
貝
・
羽
生
二
〇
一
九
）。

主
食
生
産
の
重
層
性
に
加
え
て
、
こ
の
地
域
で
は
、
山
菜
や
川
魚
な
ど
の
多
様
な
山
の
幸
を
利
用
し
た
、
食
の
多
様

性
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
生
業
戦
略
は
、
食
の
貯
蔵
や
、
地
域
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
過
去
の
災
害

や
飢
饉
の
記
憶
に
も
と
づ
く
在
来
知
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
地
域
に
お
け
る
焼
畑
と
山
焼
き
に
つ
い
て
は
、
川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
（
二
〇
一
四
）
に
簡
潔
な
記
載

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
焼
畑
の
主
た
る
手
順
は
、
一
．開
発
地
の
選
定
、
二
．焼
畑
（
や
ぎ
っ
ぱ
た
げ
）
の
開
発
予

定
地
区
の
草
木
を
刈
り
倒
し
て
放
置
し
乾
燥
さ
せ
な
が
ら
焼
き
の
適
期
を
待
つ
「
か
の
か
り
」、
三
．開
墾
地
を
焼
く

「
か
の
や
ぎ
」（
あ
ら
ぐ
や
ぎ
）、
四
．
焼
畑
の
播
種
作
業
で
あ
る
「
か
の
ま
ぎ
」（
あ
ら
ぐ
ま
き
）
か
ら
な
る
。
作
業
の

時
期
は
、
秋
蕎
麦
を
作
る
「
そ
ば
か
の
」
は
夏
の
土
用
ま
で
に
刈
っ
て
干
せ
た
ら
す
ぐ
に
焼
き
す
ぐ
に
ま
い
た
。
そ
の

他
は
秋
か
ら
春
先
ま
で
に
刈
り
、
春
に
焼
い
て
か
ら
播
種
し
た
。
着
火
に
つ
い
て
は
、「
傾
斜
面
の
上
部
の
方
か
ら
行
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な
い
、
火
の
回
り
が
ゆ
っ
く
り
と
下
方
に
広
が
る
よ
う
に
し
な
い
と
火
が
上う

わ

走
り
し
て
地
表
面
ま
で
火
が
通
ら
ず
、
綺き

麗れ
い

な
焼
畑
に
な
ら
な
い
」（
川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
二
〇
一
四
、二
一
四
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
（
二
〇
一
四
、三
九
六
〜
四
〇
九
、四
一
九
〜
四
二
〇
、四
二
三
〜
四
二
五

頁
）
に
は
、
採
草
地
の
山
焼
き
と
採
草
作
業
習
俗
等
に
関
す
る
詳
細
な
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
広
義
の
採

草
地
に
は
家
畜
に
与
え
る
飼
い
葉
の
干
し
草
を
刈
る
『
干
草
場
』
と
、
飼
い
葉
の
ハ
ギ
を
選
び
取
っ
て
刈
る
『
ハ
ギ
刈

り
場
』、
萱か

や

屋や

根ね

用
の
ス
ス
キ
を
刈
る
『
萱か

や

刈
り
場
』、
牧
草
を
栽
培
し
て
刈
り
取
る
『
牧
草
畑
』
や
『
刈か

っ

敷ち
き

草く
さ

山や
ま

』

（
緑
肥
山
）
が
あ
っ
た
」（
川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
（
二
〇
一
四
、三
九
七
頁
）。
山
焼
き
作
業
（
広
義
の
山
焼
き

は
焼
畑
も
含
む
が
、
一
般
的
に
は
干
草
山
を
焼
く
こ
と
）
は
、
早
春
期
に
行
い
、「
干
草
場
の
枯
れ
草
な
ど
に
火
を
つ

け
て
山
肌
を
焼
い
て
害
虫
卵
を
駆
除
し
、
焼
き
灰
は
そ
の
ま
ま
草
山
の
肥
料
と
し
て
い
た
」（
同
上
）。「
山
肌
ま
で
火

が
通
る
よ
う
に
山
を
焼
く
た
め
に
は
、
火
柱
が
上
走
り
し
な
い
よ
う
に
焼
く
こ
と
が
必
要
で
、
ま
ず
火
道
（
防
火
線
）

の
内
側
に
沿
っ
て
燃
焼
物
を
焼
き
払
っ
て
防
火
線
を
固
め
終
っ
た
ら
『
ト
ウ
ガ
』
な
ど
を
持
っ
て
四
方
の
『
守ま
ぶ

り
』
に

つ
い
て
上
部
か
ら
火
を
放
つ
の
が
安
全
と
さ
れ
て
い
た
。」「
火
は
上
か
ら
下
へ
と
燃
え
広
が
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
燃
え
、

燃も

え
種ぐ

さ

が
尽
き
て
自
然
に
鎮
火
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
。」「
無
風
時
刻
の
夕
方
を
待
っ
て
『
火
放
し
』
す
る
と
夕ゆ

う

闇や
み

の

迫
る
頃
ま
で
天
空
に
赤
々
と
燃
え
広
が
り
、
ま
る
で
大だ

い

文も
ん

字じ

の
送
り
火
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」（
同
上
）
と
い
う
。
各
家

の
持
ち
山
の
採
草
地
に
は
、
地
形
や
地
質
の
相
違
に
よ
っ
て
草
の
質
に
相
違
が
あ
り
、
採
草
地
内
の
植
物
群
落
に
は
、

ク
ズ
、
ハ
ギ
、
カ
ヤ
（
川
井
村
で
は
ス
ス
キ
の
こ
と
）、
ワ
ラ
ビ
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
山
焼
き
に
よ
っ
て
維
持
管

理
さ
れ
た
干
草
場
か
ら
牛
馬
の
越
冬
飼
料
に
す
る
野
草
を
刈
り
取
る
作
業
は
、
干ひ

草く
さ

刈
り
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

旧
川
井
村
地
区
の
焼
畑
と
山
焼
き
に
つ
い
て
、
川
内
に
在
住
す
る
佐
々
木
冨
治
さ
ん
（
一
九
二
三
年
生
ま
れ
）
は
、

そ
の
手
記
（
佐
々
木
二
〇
一
七
）
に
お
い
て
、
自
身
が
子
ど
も
の
頃
に
は
、
限
ら
れ
た
畑
作
耕
地
で
行
わ
れ
て
い
た
二
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年
三
毛
作
を
補
う
た
め
、
祖
父
は
山
に
泊
ま
り
込
ん
で
荒
区
蒔
き
（
焼
畑
）
を
し
て
お
り
、
秋
に
は
ア
ワ
、
キ
ビ
、
ア

ズ
キ
、
ソ
バ
な
ど
の
収
穫
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
七
九
頁
）。
子
ど
も
だ
っ
た
佐
々
木
冨
治
さ
ん
は
、「
時
お
り
、

お
袋
の
言
い
つ
け
で
お
爺
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
食
料
を
届
け
に
行
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。」（
同
上
）。

羽
生
が
二
〇
一
五
年
七
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
大
学
院
生
ら
と
川
内
を

訪
問
し
た
際
（
写
真
２‒

３
）
に
お
こ
な
っ
た
佐
々
木
冨
治
さ
ん
か
ら
の
聞
き
取
り
で
は
、
貴
重
な
情
報
も
得
ら
れ
た
。

草
場
は
柔
ら
か
い
草
を
生
や
す
た
め
に
毎
年
焼
き
、
中
で
も
ク
ズ
の
葉
が
生
え
る
場
所
は
良
い
土
地
で
あ
っ
た
。
草
場

を
一
山
焼
い
た
後
で
、
上
の
方
の
雑
穀
栽
培
に
適
し
た
と
こ
ろ
は
畑
に
使
う
場
合
も
あ
っ
た
。
手
記
に
記
さ
れ
て
い
た

「
お
爺
さ
ん
」
が
山
に
泊
ま
り
込
ん
で
い
た
の
も
そ
の
よ
う
な
焼
畑
で
あ
り
、
山
小
屋
は
湧
き
水
の
あ
る
場
所
を
選
ん

で
い
た
と
い
う
。
草
場
が
個
人
の
所
有
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
萱
場
（
ス
ス
キ
の
採
集
場
）
は
共
有
山
で
、
萱
葺
き
屋

根
の
屋
根
替
え
に
用
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
欠
配
（
配
給
の
停
止
）
当
時
に
は
山
林
も
開
墾
し
て
焼
畑
を
行
っ

た
と
の
こ
と
で
、
実
際
に
現
地
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
（
写
真
２‒

４
）。

以
上
の
民
俗
誌
と
聞
き
取
り
調
査
か
ら
は
、
草
場
・
萱
場
を
含
む
山
焼
き
と
焼
畑
は
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
草
場
を

焼
い
た
後
で
一
部
を
雑
穀
栽
培
に
用
い
た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
、
草
場
と
萱
場
で
は
植
生
が
違
い
、
草
場
は
私
有
地
な

の
に
対
し
萱
場
は
共
有
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
後
の
研
究
展
開
に
向
け
て

以
上
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
文
化
的
火
入
れ
と
日
本
の
焼
畑
・
山
焼
き
研
究
を
対
比
し
、
焼
畑
と
山
焼
き
の

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
岩
手
県
宮
古
市
旧
川
井
村
の
事
例
を
検
討
し
た
。
日
鷹
が
経
験
し
た
例
で
は
、
山
焼
き

は
下
部
か
ら
火
を
放
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
（
二
〇
一
四
）
の
記
録
で
は
、
草
場
焼
き
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で
は
、
上
か
ら
火
を
放
ち
、
山
肌
ま
で
火
が
通
る
よ
う
に
焼
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
は
、
各
地
域
の
微
地
形
や
植

生
の
特
徴
、
山
焼
き
の
具
体
的
な
手
順
な
ど
、
複
数
の
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
今
後
、

事
例
間
の
相
違
点
が
生
じ
た
要
因
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

野
本
寛
一
（
一
九
八
四
：
二
四
三
〜
二
五
〇
頁
）
は
、
萱
山
焼
き
と
草
山
焼
き
が
焼
畑
以
前
の
野
焼
き
の
形
を
継
承

し
て
お
り
、
萱
山
焼
き
な
ど
が
焼
畑
民
俗
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
岐
阜
県
、
石
川
県
、
静

岡
県
、
愛
媛
県
の
事
例
に
も
と
づ
い
て
、
四
年
前
後
の
焼
畑
輪
作
の
跡
地
を
萱
山
と
し
て
利
用
す
る
例
を
紹
介
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
焼
畑
と
萱
場
焼
き
、
草
場
焼
き
は
、
基
本
的
に
は
別
個
の
目
的
を
持
っ
た

火
入
れ
と
し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
単
純
に
類
型
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
後
、
山
地
形
に
お
け
る
火
入
れ
技
術
だ
け
で
な
く
、
各
地
で
農
林
水
産
業
な
ど
暮
ら
し
で
使
わ
れ
る
火
入
れ
作
法

に
つ
い
て
の
比
較
類
推
を
通
し
た
類
型
的
な
考
察
が
進
む
と
同
時
に
、
世
界
中
の
火
入
れ
技
術
に
つ
い
て
研
究
が
展
開

し
、
人
類
が
持
続
可
能
な
生
活
が
実
現
で
き
る
よ
う
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

謝
辞

本
稿
の
内
容
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
横
断
的
・
融
合
的
地
域
文
化
研

究
の
領
域
展
開
：
新
た
な
社
会
の
創
発
を
目
指
し
て　

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
ユ
ニ
ッ
ト
：
自
然
の
恵
み
を
活
か
し

災
い
を
避
け
る
地
域
文
化
研
究
」（
二
〇
二
三
年
四
月
〜
）
の
成
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
筆
者
ら
が
こ
れ
ま
で
に
関

わ
っ
て
き
た
下
記
の
四
つ
の
学
際
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
に
も
依
拠
し
て
い
る
①
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
フ

ル
リ
サ
ー
チ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
―
歴
史
生
態
学
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
―
」（
略
称
：
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
八
四
）、
②
公
益
財
団
法
人
日
本
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生
命
財
団
学
際
的
総
合
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ヤ
マ･

カ
ワ
・
ウ
ミ
に
生
き
る
知
恵
と
工
夫
―
岩
手
県
閉へ

伊い

川が
わ

流

域
に
お
け
る
在
来
知
を
活
用
し
た
環
境
教
育
の
実
践
」、
③
住
友
財
団
二
〇
一
九
年
度
環
境
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
―
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
協
働
―
」（
二
〇
一
九
年

一
一
月
〜
二
〇
二
四
年
三
月
）、
④
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
列
島
に
お

け
る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
地
域
文
化
の
再
構
築　

地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
：
災
害
に
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
環
境
保
全

型
地
域
社
会
の
創
生
」。
ま
た
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
採
集
と
農
耕
の
は
ざ
ま
で
」
の
開
催
に
当

た
っ
て
は
、
一
戸
町
御
所
野
縄
文
博
物
館
、
一
戸
町
教
育
委
員
会
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
日
本
研
究

セ
ン
タ
ー
の
ご
助
力
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
諸
機
関
と
職
員
の
方
々
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
に
謝
意
を
表
す
る
。

本
章
第
三
節
の
内
容
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
古
市
川
内
在
住
の
佐
々
木
冨
治
さ
ん
・
ア
キ
さ
ん
ご
夫
妻
お

よ
び
ご
子
息
の
佐
々
木
生
太
郎
・
生
治
・
幸
彦
さ
ん
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
佐
々
木
家
の
皆
様
に
は
、
二
〇
一
五

年
以
来
、
十
数
回
に
わ
た
っ
て
ご
自
宅
を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
地
域
の
景
観
と
在
来
知
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
の

ご
教
示
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
改
め
て
深
く
感
謝
の
意
を
さ
さ
げ
る
。

文
献

飯
泉
茂
編
一
九
九
一　
『
フ
ァ
イ
ヤ
ー
エ
コ
ロ
ジ
ー　

火
の
生
態
学
』　

東
海
大
学
出
版
会
。

鎌
田
磨
人
・
中
越
信
和
・
高
橋
史
樹　

一
九
八
七　
「
焼
畑
の
火
入
れ
が
埋
土
種
子
の
発
芽
に
及
ぼ
す
影
響
」『
日
本
生

態
学
会
誌
』
三
七
：
九
一
〜
一
〇
一
頁
。

川
井
村
文
化
財
調
査
委
員
会
編
二
〇
一
四
『
川
井
村
北
上
山
地
民
俗
誌
上
巻
』
川
井
村
。

グ
リ
ー
ス
マ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
二
〇
二
四　
『
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
：
持
続
可
能
な
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
生
態
学
』　
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（
原
書
第
三
版
翻
訳
）　

村
本
穣
司
・
日
鷹
一
雅
・
宮
浦
理
恵
監
訳
、
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
翻
訳
グ
ル
ー
プ
訳
、
農
山

漁
村
文
化
協
会
。

佐
々
木
高
明
一
九
七
二　
『
日
本
の
焼
き
畑
―
そ
の
地
域
的
比
較
研
究
』
古
今
書
院
。

佐
々
木
冨
治
二
〇
一
七
『
お
迎
え
が
来
る
前
に
』
自
家
版
。

真
貝
理
香
・
羽
生
淳
子
二
〇
一
八
「
主
食
の
多
様
性
、
在
来
知
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
―
歴
史
生
態
学
か
ら
み
た
北
上
山
地

旧
川
井
村
地
区
の
文
化
景
観
―
」、
羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な

ぐ
―
東
北
に
お
け
る
在
来
知
と
環
境
教
育
の
現
在
―
』
九
九
〜
一
四
〇
頁
。
東
海
大
学
出
版
部
。

真
貝
理
香
二
〇
一
九
「
雑
穀
が
つ
な
ぐ
・
過
去
・
現
在
・
未
来
」
羽
生
淳
子
編
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
1　

地

域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
在
来
知
』
三
四
〜
四
九
頁
。
人
間
文
化
研
究
機
構
・
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
。

須
藤
功
一
九
九
一
『
山
の
標
的
―
猪
と
山
人
の
生
活
誌
』
未
来
社
。

高
橋
史
樹
一
九
八
九　
『
対
立
的
防
除
か
ら
調
和
的
防
除
へ
ー
そ
の
可
能
性
を
探
る
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
。

橘
礼
吉
一
九
九
四　
『
白
山
麓
の
焼
畑
農
耕
―
そ
の
民
俗
学
的
生
態
誌
』
白
水
社
。

頭
山
昌
郁
・
日
鷹
一
雅
・
高
橋
史
樹 

一
九
八
八
「
ス
ス
キ
草
地
の
節
足
動
物
相
に
対
す
る
火
入
れ
の
効
果
」　
『
林
野

火
災
の
生
態
』，
飯
泉 

茂
編
、
日
産
科
学
財
団
研
究
報
告
書
、
二
九
三
〜
二
九
九
頁
。

野
本
寛
一　

一
九
八
四
『
焼
畑
民
俗
文
化
論
』
雄
山
閣
。

羽
生
淳
子
二
〇
一
九
「
在
来
知
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
―
持
続
可
能
モ
デ
ル
へ
転
換
す
る
」
日
本
生
命
財
団
編
『
人
と
自
然

の
環
境
学
』
四
一
〜
五
八
頁
。
東
京
大
学
出
版
。

羽
生
淳
子
編　

二
〇
二
四
『
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
』
住
友
財
団

二
〇
一
九
年
度
環
境
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
成
果
報
告 

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
。
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https://w
w

w
.chikyu.ac.jp/rihn/cm

s_upload/publicity/36 8/book.pdf

羽
生
淳
子
二
〇
二
五
「
北
米
大
陸
か
ら
見
た
考
古
学
と
現
代
社
会
」『
考
古
学
研
究
』
第
七
一
巻
第
四
号
（
印
刷
中
）。

羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
二
〇
一
八
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な
ぐ
』
東
海
大
学
出
版
部
。

日
鷹
一
雅
・
鎌
田
磨
人
・
福
田
珠
己
一
九
九
三　
「
徳
島
県
東
祖
谷
村
に
お
け
る
自
給
的
焼
畑
農
法
―
1
技
術
体
系
の

概
要
」　

徳
島
県
立
博
物
館
研
究
報
告 

三
号
、
一
〜
二
四
頁
。

日
鷹
一
雅　

二
〇
〇
〇　
「
農
業
生
態
系
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
流
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」
田
中
耕
司
編　

講
座
人
間
と
環

境 

第
三
巻
『
自
然
と
結
ぶ
―
「
農
」
に
み
る
多
様
性
』
昭
和
堂
、
一
九
四
〜
二
二
一
頁
。

福
井
勝
義　

一
九
七
四
『
焼
畑
の
む
ら
』
朝
日
新
聞
社
。

村
本
穣
司
・
リ
ッ
ク
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ア
レ
ッ
ク
ス
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ル
オ
ン
二
〇
二
四
「
伝
統

的
な
生
態
学
的
知
識
を
活
用
し
た
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
セ
ン
ト
ラ
ル
コ
ー
ス
ト
地
域
に
お
け
る
地
中
植
物
の
育

成
」
羽
生
淳
子
編　

2024

『
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
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九
六
〜
一
一
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頁
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両
文
）。
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写真２－１ �異なったタイミングの文化的火入れによる多様な草原植生の維持
（カリフォルニア州マリポサ。）Cultural�Burning�of�a�Grassland�
Area�in�the�Foothills�of�the�Sierra�Nevada�Mountains,�
Mariposa,�California.�Photo�by�Roberta�Jewett.

写真２－２ �椎葉村における焼畑における火入れ点火後の火勢の状況�
（日鷹�2000より）。急傾斜斜面の伐開地（冬の間の伐開跡）�
の斜面上部に点火して、焼き下ろしている。
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写真２－３ �カリフォルニア大学バークレー校日本研究センター大学院生�
と総合地球環境学研究所研究員による佐々木冨治さん・�
アキさん宅訪問（2015年７月16日）

写真２－４ �佐々木家が所有する山で、萱場と草場の違いを説明する�
佐々木冨治さん（2015年 7月16日）
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図２－１ �カリフォルニア中央部の部族による、文化的火入れによって形成された
モザイク状景観の模式図Small-Size�Cultural�Burn�Areas�Dispersed�
Across�a�Tribal�Territory�that�Produced�a�Mosaic�of�Diverse�Plant�
and�Animal�Habitats�(from�Lightfoot�and�Parrish�2009:105).

図２－２ �椎葉村の焼畑火入れ直後の土壌深度別における点火後の地温変化の推移
（鎌田ら1987より作図）。1985年 8月の火入れにおいて、あらかじ
め自動計測温度計を深度別に設置して計測。０時間が火入れ開始になる
ように示す。縦軸の単位は℃、横軸の単位は時間。
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付
記

こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
校
正
中
で
あ
る
二
〇
二
五
年
三
月
七
日
に
、
本
章
で
お
話
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
宮
古

市
川
内
在
住
の
佐
々
木
冨
治
さ
ん
が
一
〇
一
歳
で
ご
逝
去
さ
れ
た
。

二
〇
一
五
年
に
、
羽
生
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
大
学
院
生
と
総
合
地
球

環
境
学
研
究
所
研
究
員
ら
と
と
も
に
、
川
内
の
佐
々
木
冨
治
・
ア
キ
ご
夫
妻
の
ご
自
宅
に
は
じ
め
て
お
邪
魔
し
た
。
そ

の
時
に
伺
っ
た
お
話
の
一
部
は
、
本
章
で
引
用
し
て
い
る
。
帰
り
際
に
冨
治
さ
ん
が
、「
ま
た
お
で
ん
せ
」
と
言
っ
て

く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
お
言
葉
に
甘
え
て
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
で
そ

れ
か
ら
何
度
も
お
伺
い
し
、
時
に
は
ご
自
宅
の
二
階
に
泊
め
て
い
た
だ
い
た
。

私
た
ち
は
、
佐
々
木
冨
治
さ
ん
か
ら
、
地
域
の
在
来
知
か
ら
人
生
哲
学
に
い
た
る
ま
で
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
こ
と

を
教
わ
っ
た
。
ア
キ
さ
ん
の
お
い
し
い
ご
ち
そ
う
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
干
草
刈
り
や
ヒ
エ
の
直
播
き
、
そ
し
て
戦
争

中
の
「
満
州
」
の
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
。
薪
割
り
機
の
使
い
方
や
、
玉
ね
ぎ
の
束
ね
方
を
教
わ
っ
た
こ
と
。
そ
の
時

の
冨
治
さ
ん
の
顔
が
嬉
し
そ
う
だ
っ
た
こ
と
。
山
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
適
所
適
木
の
お
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
か
け
が
え
の
な
い
思
い
出
だ
。

冨
治
さ
ん
の
機
転
の
き
い
た
受
け
答
え
を
も
う
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
と
、
と
て
も
寂
し
い
。
冨
治
さ
ん
の

ご
冥
福
を
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
（
羽
生
・
眞
貝
・
日
鷹
・
西
原
）。
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３
．
か
ご
作
り
と
景
観

― 

岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
鳥
越
の
事
例
か
ら
―

西
原　

和
代

柴
田
恵
さ
ん
、
堀
江
晶
子
さ
ん
は
、
鳥
越
で
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
作
っ
て
い
る
。
柴
田
恵
さ
ん
は
一
九
五
八
年
に

鳥
越
で
生
ま
れ
、
幼
い
頃
か
ら
家
族
が
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
作
る
の
を
見
て
育
っ
た
。
三
十
代
で
再
び
編
み
始
め
て

か
ら
は
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
つ
い
て
の
様
々
な
普
及
活
動
に
取
り
組
み
、
近
年
は
後
進
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で

い
る
。

堀
江
晶
子
さ
ん
は
、
柴
田
恵
さ
ん
の
も
と
で
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
つ
い
て
学
び
、
現
在
は
専
門
店
を
通
し
て
注
文

や
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
東
京
か
ら
の
移
住
の
際
に
は
ス
ズ
タ
ケ
細
工
以
外
の
生
計
の
手
段
を
確
保
す
る
よ

う
に
と
柴
田
さ
ん
か
ら
助
言
を
受
け
た
と
い
う
。

今
回
掲
載
し
た
原
稿
は
、
二
〇
二
三
年
七
月
・
二
〇
二
三
年
一
一
月
に
、
西
原
が
鳥
越
を
訪
問
し
た
折
に
伺
っ

た
お
話
の
う
ち
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
現
状
と
製
作
に
関
わ
る
内
容
を
も
と
に
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
西
原
が
編
集
し
た

も
の
で
あ
り
、
文
責
は
す
べ
て
筆
者
に
あ
る
。
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岩
手
県
二
戸
郡
一
戸
町
鳥
越
の
事
例
か
ら

岩
手
県
の
北
部
に
位
置
す
る
二
戸
郡
一
戸
町
で
は
、
山
が
ち
な
地
勢
か
ら
古
く
か
ら
米
作
以
外
の
生
業
や
産
業
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
き
た
（
写
真
３‒

１
）。
一
戸
町
鳥
越
地
区
で
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
よ
り
文
献
に
タ
ケ
細
工
の
産

地
と
し
て
周
辺
に
知
ら
れ
て
お
り
（
工
藤
一
九
九
六
）、
ま
た
現
在
で
も
集
落
で
は
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
作
り
手
が
素
材

の
採
集
か
ら
製
作
ま
で
を
行
っ
て
い
る
。

近
年
で
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
嗜
好
品
と
し
て
様
々
な
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
製
品
が
商
品
と
し
て
流
通
し
て
お
り
、

生
産
者
の
減
少
と
そ
の
手
間
か
ら
需
要
に
対
し
て
供
給
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
よ
う
な
状
況
で
あ
る
（
注
1
）。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
八
年
に
岩
手
県
北
部
に
到
達
し
た
タ
ケ
・
サ
サ
類
一
斉
開
花
の
影
響
は
鳥
越
に
も
及
び
、
当
地

で
の
ス
ズ
タ
ケ
が
「
ほ
ぼ
全
滅
し
た
（
注
2
）」
と
さ
え
言
え
る
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
た
め
、
現
地
で

の
素
材
の
供
給
は
危
機
に
瀕
し
、
ま
た
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
様
々
な
社
会
的
交
流
が
絶
た
れ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
作
り

手
の
減
少
に
拍
車
を
か
け
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
よ
っ
て
鳥
越
の
文
化
的
景
観
は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
二
三
年
七
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
鳥
越
を
訪
れ
た
際
、
ス
ズ
タ
ケ
が
一
面
に
繁
茂
し
、
し
か
し
枯
れ
て
い
る

山
々
を
見
た
。
こ
れ
ら
の
山
々
は
か
つ
て
、
森
林
植
生
の
下
生
え
に
ス
ズ
タ
ケ
が
繁
茂
し
、
ま
た
そ
れ
ら
が
定
期
的
に

伐
採
さ
れ
る
こ
と
で
景
観
が
維
持
さ
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。

食
料
生
産
に
直
接
関
わ
ら
な
い
か
ご
作
り
の
よ
う
な
営
為
は
、
景
観
を
形
成
す
る
要
素
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で

あ
る
。
し
か
し
、
枯
死
と
い
う
形
で
集
落
の
周
辺
に
広
範
囲
で
広
が
る
景
観
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
と
き
、
ス
ズ
タ
ケ
と

か
ご
作
り
と
い
う
関
わ
り
が
育
ん
で
き
た
景
観
は
、
枯
死
以
前
に
鳥
越
と
そ
の
周
辺
に
当
た
り
前
に
あ
っ
た
光
景
の
反

転
と
し
て
、
圧
倒
的
な
存
在
感
を
主
張
し
て
い
る
。
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本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
鳥
越
に
お
け
る
ス
ズ
タ
ケ
細
工
と
そ
れ
に
係
る
ひ
と
び
と
の
営
為
が
、
集
落
周
辺
の
文
化
的

景
観
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
、
鳥
越
周
辺
の
か
ご
の
作
り
手
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
危
機
的

状
況
に
対
し
て
ど
う
い
っ
た
対
応
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
を
も
と
に
整
理
し
、
か
ご
作
り
と
景
観
の

関
わ
り
、
ま
た
作
り
手
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
危
機
か
ら
回
復
す
る
力
）
に
つ
い
て
現
状
を
報
告

す
る
。
そ
し
て
今
回
の
報
告
は
、
二
〇
一
八
年
の
ス
ズ
タ
ケ
一
斉
開
花
と
い
う
、
長
周
期
の
た
め
に
捉
え
に
く
い
生
態

学
的
現
象
の
直
後
か
ら
回
復
期
に
か
け
て
の
変
化
を
実
時
間
で
捉
え
て
い
る
。
約
一
二
〇
年
に
一
度
の
現
象
に
対
す
る

地
域
社
会
の
適
応
過
程
を
詳
細
に
記
録
・
分
析
す
る
こ
と
は
、
長
期
的
な
環
境
変
動
に
対
す
る
人
間
社
会
の
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
に
つ
い
て
の
実
践
的
報
告
で
あ
り
、
そ
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
と
し
て
貴
重
な
記
録
と
考
え
る
。

景
観
と
ス
ズ
タ
ケ
細
工

あ
る
地
域
に
お
け
る
人
の
営
み
の
変
化
（
あ
る
い
は
継
続
）
が
、
長
い
年
月
の
間
に
そ
の
周
囲
の
景
観
を
変
え
て
い

く
こ
と
は
、
日
本
の
山
間
部
で
植
物
に
、
あ
る
い
は
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
竹
林
に
呑
ま
れ
て
い
く
か
つ
て
の
畑
や
田

ん
ぼ
を
見
た
と
き
に
容
易
に
実
感
で
き
る
。

タ
ケ
類
な
ど
森
林
や
そ
の
周
辺
で
採
取
さ
れ
る
植
物
資
源
は
、
多
角
的
生
業
の
一
部
と
し
て
日
本
列
島
で
は
縄
文
時

代
以
降
継
続
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
（
佐
々
木
二
〇
一
八
、
能
城
・
佐
々
木

二
〇
一
四
ほ
か
）、
そ
の
管
理
の
頻
度
お
よ
び
強
度
は
様
々
で
あ
る
。

同
地
に
お
け
る
ス
ズ
タ
ケ
を
使
っ
た
か
ご
製
作
の
歴
史
は
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
鳥
越
の

集
落
か
ら
ほ
ど
近
く
、
植
生
や
環
境
を
同
じ
く
す
る
御
所
野
遺
跡
で
は
、
縄
文
時
代
中
期
の
漆
塗
り
か
ご
や
、
表
面
に

編
物
の
痕
跡
を
残
す
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
使
わ
れ
て
い
る
か
ご
や
編
物
の
材
料
は
ス
ズ
タ
ケ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
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（
高
田
二
〇
二
四
）。
考
古
学
者
で
あ
る
高
田
和
徳
・
佐
々
木
由
香
さ
ん
は
、
柴
田
恵
さ
ん
ら
と
と
も
に
遺
跡
出
土
の
編

物
の
復
元
実
験
を
行
い
、
ス
ズ
タ
ケ
を
含
め
地
域
で
採
取
可
能
な
素
材
を
比
較
し
て
、
同
遺
跡
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は

ス
ズ
タ
ケ
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
（
高
田
二
〇
二
四
）。
今
後
、
実
物
資
料
の
出
土
が
待
ち
望
ま
れ
る
。

文
献
で
確
認
で
き
る
中
で
も
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
は
少
な
く
と
も
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
集
落
の
重
要
な
収
入
源
で
あ
り
、

生
業
の
一
角
を
占
め
て
い
た
（
工
藤
一
九
九
六
）。
ご
く
最
近
ま
で
の
鳥
越
周
辺
の
景
観
と
い
う
の
は
、
柴
田
恵
さ
ん

の
言
葉
を
借
り
る
と
「
も
う
こ
の
へ
ん
の
山
す
べ
て
が
ス
ズ
タ
ケ
」
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
景
観
の
中
で
の

材
料
採
取
で
は
、
山
へ
入
っ
て
の
採
取
は
基
本
的
に
早
い
も
の
勝
ち
で
あ
っ
た
。

素
材
と
し
て
の
鳥
越
の
ス
ズ
タ
ケ

山
野
に
潤
沢
に
あ
っ
た
ス
ズ
タ
ケ
は
、
鳥
越
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
京
か
ら
岩
手
に
移

住
し
、
現
在
は
鳥
越
に
通
い
な
が
ら
、
柴
田
恵
さ
ん
に
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
習
う
堀
江
晶
子
さ
ん
は
、「
鳥
越
の
ス
ズ
タ

ケ
は
な
ぜ
か
い
い
も
の
が
生
え
て
い
る
」
と
い
う
。
他
の
地
域
に
も
ス
ズ
タ
ケ
は
生
え
て
い
る
が
、
鳥
越
の
ス
ズ
タ
ケ

は
、
他
の
地
域
の
も
の
よ
り
使
い
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

素
材
と
し
て
の
ス
ズ
タ
ケ
は
、
他
の
タ
ケ
・
サ
サ
類
と
は
違
っ
て
節
の
部
分
も
編
み
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
な
く
、

し
な
や
か
に
使
え
る
と
鳥
越
の
作
り
手
た
ち
は
口
を
揃
え
る
。

鳥
越
で
は
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
使
う
の
は
そ
の
年
か
前
年
の
夏
に
生
え
た
一
年
目
の
も
の
の
み
を
使
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
に
揃
え
た
と
き
に
、
他
の
タ
ケ
細
工
の
素
材
と
比
べ
る
と
と
て
も
細
く
華
奢

に
見
え
る
。
ス
ズ
タ
ケ
の
良
し
悪
し
は
、
長
さ
と
細
さ
、
色
（
斑
が
入
っ
て
い
な
い
白
い
も
の
が
良
い
と
さ
れ
て
き

た
）、
な
ど
様
々
に
判
断
さ
れ
る
。
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素
材
を
採
る
と
き
に
は
良
い
も
の
、
悪
い
も
の
を
あ
る
程
度
そ
の
場
で
よ
り
分
け
る
が
、
一
年
目
の
も
の
は
基
本
的

に
根
こ
そ
ぎ
刈
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
良
い
も
の
が
次
の
年
も
生
え
て
く
る
と
い
う
。
鳥
越
で
は
、

二
年
目
以
降
の
も
の
は
そ
の
場
に
残
さ
れ
る
た
め
、
一
年
目
の
も
の
は
採
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
狭
い
と
こ
ろ
に
根

が
ひ
し
め
き
あ
っ
て
次
の
年
に
一
年
目
の
も
の
が
出
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

柴
田
さ
ん
は
一
度
、
葛
巻
の
国
有
林
で
採
取
を
し
た
が
、
数
年
の
間
は
長
く
て
良
い
ス
ズ
タ
ケ
が
取
れ
た
も
の
の
、

そ
こ
は
根
が
密
集
し
す
ぎ
て
い
て
、
あ
る
年
か
ら
一
年
目
の
も
の
が
出
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

タ
ケ
を
実
生
か
ら
鉢
で
育
て
て
み
た
と
こ
ろ
、
最
初
は
勢
い
よ
く
育
っ
て
い
た
も
の
の
、
少
し
す
る
と
そ
こ
か
ら
は
一

年
目
の
も
の
が
出
な
く
な
り
、
鉢
の
外
れ
の
明
る
く
日
が
当
た
る
部
分
へ
避
難
す
る
よ
う
に
タ
ケ
ノ
コ
が
出
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
、
も
と
も
と
生
え
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
根
茎
の
混
み
合
っ
た
部
分
を
避
け
て
発
芽
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

細
工
の
素
材
と
し
て
の
質
は
あ
ま
り
良
く
な
く
、
も
と
も
と
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
刈
り
続
け
た
と
こ
ろ
の
方
が
良
い

素
材
が
取
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
に
よ
っ
て
は
本
当
に
良
い
一
年
目
の
も
の
し
か
使
わ
な
い
と
い
う
ス
タ
イ
ル

の
人
も
い
る
。
基
本
的
に
は
、
短
く
て
も
、
作
る
も
の
に
よ
っ
て
は
活
用
で
き
る
の
で
、
採
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
平
成
に
入
っ
て
以
降
は
、
山
の
持
ち
主
に
は
「
シ
ノ
採
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
一
声
か
け

て
山
へ
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
取
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
山
の
持
ち
主
も
、
ス
ズ
タ
ケ
を
採
り
に
山
に
入
る

側
も
、
許
可
す
る
／
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
無
し
で
や
っ
て
き
た
。
た
だ
、
こ
れ
だ
け
地
域
で
盛
ん
に
ス
ズ
タ
ケ
細
工

が
作
ら
れ
て
い
る
と
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
家
族
皆
で
お
こ
な
っ
て
い
る
家
の
所
有
す
る
山
で
の
採
取
は
遠
慮
さ
れ
た
。

ま
た
、
素
材
の
採
取
は
作
り
手
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
で
は
編
め
な
い
が
材
料
を
採
取
し
て
一
把
何
円
と
い
っ
て
売

る
、
切
子
（
キ
リ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
も
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
山
に
入
っ
て
自
由
に
採
取
し
て
い
た
と
い
う
。
柴
田
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さ
ん
に
よ
れ
ば
、
作
り
手
の
と
こ
ろ
へ
直
接
売
り
に
来
る
人
も
い
れ
ば
、
今
七
〇
か
ら
八
〇
歳
く
ら
い
の
世
代
の
人
た

ち
が
高
校
生
の
頃
に
は
、
小
遣
い
稼
ぎ
と
し
て
市
日
に
持
っ
て
い
っ
て
売
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
市
で
ス

ズ
タ
ケ
を
売
っ
て
い
た
ら
、
学
校
が
始
ま
り
そ
う
な
時
間
に
な
っ
た
の
で
、
投
げ
売
り
し
て
学
校
に
行
っ
た
、
と
い
う

話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
盛
ん
に
採
取
さ
れ
消
費
さ
れ
て
い
た
ス
ズ
タ
ケ
は
、
基
本
的

に
は
鳥
越
と
そ
の
周
辺
の
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
支
え
る
の
に
十
分
な
量
を
供
給
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
周
辺
の
山
々
で
ス
ズ
タ
ケ
が
豊
富
に
あ
っ
た
鳥
越
で
は
、
基
本
的
に
ス
ズ
タ
ケ
は
誰
か
が
所
有
権
を
主
張

す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
種
の
共
有
財
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
貴
重
な
現
金
収

入
の
手
工
業
の
素
材
と
し
て
現
金
で
取
引
さ
れ
る
が
、
一
方
で
地
域
の
共
有
財
と
し
て
も
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う

興
味
深
い
例
で
あ
る
。

か
ご
や
編
物
の
素
材
に
な
る
よ
う
な
他
の
素
材
の
採
取
に
お
い
て
は
、
フ
ジ
や
マ
タ
タ
ビ
な
ど
は
木
立
を
荒
ら
す
の

で
む
し
ろ
採
る
と
喜
ば
れ
る
が
、
他
の
樹
木
に
つ
い
て
は
誰
の
山
か
、
所
有
権
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
勝
手
に

採
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
江
繋
な
ど
岩
手
県
内
の
別
地
域
で
は
伺
っ
た
。
鳥
越
で
も
フ
ジ
や
マ

タ
タ
ビ
な
ど
に
つ
い
て
は
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ス
ズ
タ
ケ
は
毎
年
、
き
ち
ん
と
採
り
、

し
か
も
一
年
目
の
も
の
が
あ
れ
ば
取
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
、
根
さ
え
残
っ
て
い
れ
ば
、
ま
た
次
の
年
に
い
い
も
の
が
き

ち
ん
と
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鳥
越
で
は
白
い
も
の
を
素
材
と
し
て
好
む
が
、
割
る
と
き
の
割
り
や
す
さ
や
し
な
り
、
柔
ら
か
さ
、
そ
し
て
部
位
や

作
る
も
の
に
よ
っ
て
必
要
な
長
さ
は
異
な
る
た
め
、
基
本
的
に
は
採
っ
た
素
材
は
た
め
て
お
い
て
有
効
活
用
さ
れ
る
。
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商
品
と
し
て
の
ス
ズ
タ
ケ
細
工

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
日
本
で
は
タ
ケ
細
工
を
含
む
様
々
な
素
材
の
か
ご
類
へ
の
需
要
は
、（
一
）
日
用
品
と
し
て
の

需
要
と
、（
二
）
美
術
工
芸
品
と
し
て
の
需
要
の
両
方
が
あ
っ
た
。（
二
）
は
主
に
近
代
の
民
芸
運
動
に
よ
っ
て
「
発

見
」
さ
れ
、
日
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
海
外
へ
の
広
が
り
も
あ
る
。（
一
）
の
中
で
も
、
行
商

を
介
し
た
広
域
販
売
や
、
作
り
手
が
村
々
を
周
り
な
が
ら
補
修
を
し
て
回
る
な
ど
、
製
作
と
販
売
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ

の
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ま
で
も
引
き
受
け
る
あ
り
方
は
珍
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

文
献
の
中
に
み
え
る
鳥
越
と
か
ご
細
工
の
関
わ
り
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
登
場
す
る
。
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
産
地
と
し

て
「
鳥
越
」
が
登
場
す
る
の
は
一
八
世
紀
の
『
邦
内
郷
村
志
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
近
世
に
は

既
に
か
ご
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
産
地
と
し
て
鳥
越
周
辺
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
工
藤
一
九
九
六
）。

地
場
産
業
と
し
て
の
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
盛
り
上
が
り
に
つ
い
て
は
、
岩
手
県
の
工
芸
史
を
研
究
し
た
工
藤
紘
一
さ
ん

の
論
考
や
、
か
ご
類
の
収
集
家
で
あ
り
自
身
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
通
じ
て
普
及
活
動
に
取
り
組
む
堀
惠
栄
子
さ
ん
が
昨
年

出
版
し
た
『
か
ご
を
編
む
』
に
詳
し
い
（
工
藤
一
九
九
六
、
堀
二
〇
二
四
）。
同
書
に
よ
れ
ば
、
時
勢
に
合
わ
せ
て
鳥

越
の
作
り
手
た
ち
は
工
夫
を
凝
ら
し
、
日
露
戦
争
後
の
行
李
需
要
、
昭
和
初
期
に
文
庫
が
売
れ
筋
と
な
り
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
は
手
提
げ
か
ご
が
興
隆
し
た
。
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
静
岡
県
御
殿
場
市
な
ど
は

輸
出
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
も
の
の
、
鳥
越
は
国
外
へ
の
輸
出
は
積
極
的
に
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
需
要
の

急
増
に
対
応
し
て
御
殿
場
が
直
面
し
た
乱
獲
に
よ
る
素
材
確
保
の
困
難
や
、
量
産
の
た
め
の
分
業
は
比
較
的
抑
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
堀
さ
ん
は
推
測
し
て
い
る
（
堀
二
〇
二
四
）。

な
が
ら
く
か
ご
や
ざ
る
、
市
場
か
ご
な
ど
の
日
常
雑
器
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
鳥
越
の
ス
ズ
タ
ケ
細
工
も
、
山
か
ら

62



材
料
を
採
取
し
、
手
作
業
で
植
物
素
材
か
ら
作
ら
れ
る
こ
と
が
貴
重
に
な
っ
て
き
た
今
で
は
、
嗜
好
品
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
も
増
え
て
き
た
。
価
格
帯
と
し
て
も
（
一
）
日
常
雑
器
と
（
二
）
美
術
品
の
中
間
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い

る
。
今
回
聞
き
取
り
を
し
た
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
作
り
手
の
場
合
も
、
注
文
は
個
人
の
オ
ー
ダ
ー
や
、
各
地
の
手
工
芸

フ
ェ
ア
や
販
売
店
で
の
販
売
と
そ
こ
か
ら
の
注
文
を
主
な
販
売
経
路
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
八
年
頃
か
ら
地
元
や
周
辺

地
域
の
道
の
駅
や
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
ス
ト
ア
な
ど
に
委
託
販
売
を
す
る
作
り
手
も
い
る
。

ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
値
段

お
話
を
お
伺
い
し
た
二
〇
二
三
年
時
点
で
、「
だ
い
ぶ
前
、
お
そ
ら
く
昭
和
四
〇
年
頃
か
ら
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
値
段

が
変
わ
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
。
政
府
統
計
「
戦
前
基
準
5
大
費
目
指
数
（
東
京
都
区
部
）」
を
元
に
、

一
九
五
三
年
か
ら
二
〇
二
三
年
の
七
〇
年
間
の
物
価
指
数
の
変
化
を
計
算
し
た
も
の
が
表
３‒

１
で
あ
る
（
注
3
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
食
料
品
は
一
九
五
三
年
か
ら
約
七
・
八
三
倍
に
、
総
合
物
価
は
約
六
・
七
七
倍
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
現
在
八
〇
代
の
作
り
手
の
方
々
が
若
い
頃
の
約
六
〇
年
前
（
一
九
六
〇
年
代
）
か
ら
で
あ
れ
ば
、
食
料
価
格
は
約

七
・
〇
二
倍
、
総
合
物
価
は
約
五
・
九
〇
倍
で
あ
る
。
柴
田
恵
さ
ん
が
ス
ズ
タ
ケ
を
再
び
編
み
始
め
た
約
四
〇
年
前
の

一
九
八
〇
年
頃
と
比
較
し
て
も
、
二
〇
二
三
年
時
点
で
食
料
品
は
約
一
・
六
二
倍
、
総
合
物
価
は
約
一
・
四
二
倍
と
な
る
。

約
六
〇
年
前
か
ら
商
品
の
販
売
価
格
が
変
わ
っ
て
い
な
い
販
路
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
ご
く
最
近
の
新
し
い
世
代
の

作
り
手
た
ち
は
、
展
示
会
や
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
注
文
を
通
じ
て
現
代
的
な
副
業
あ
る
い
は
収
入
源
と
し
て
成
り
立
つ
値

段
設
定
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
長
ら
く
日
常
雑
器
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
タ
ケ
細
工
の
値
段
設
定
に
は
悩
ま
し
い

こ
と
も
多
い
と
い
う
。
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か
ご
作
り
と
修
理

ス
ズ
タ
ケ
で
作
っ
た
手
提
げ
や
箱
は
、
し
っ
か
り
と
手
入
れ
を
し
、
丁
寧
に
使
え
ば
数
十
年
使
え
、
経
年
変
化
で
飴

色
に
変
わ
る
と
い
っ
た
変
化
も
楽
し
め
る
道
具
で
あ
る
。
例
え
ば
、
柴
田
恵
さ
ん
の
仕
事
場
に
あ
る
か
ご
は
、
恵
さ
ん

の
亡
母
が
作
っ
た
も
の
で
、
二
〇
二
三
年
当
時
で
七
二
年
前
の
も
の
だ
っ
た
が
、
取
手
が
片
方
壊
れ
て
い
る
以
外
に
は

な
ん
の
問
題
も
な
い
か
ご
だ
っ
た
。
使
い
続
け
る
こ
と
で
手
の
脂
が
保
護
剤
の
よ
う
な
形
に
な
り
、
よ
り
長
持
ち
す
る

こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
日
常
的
に
使
っ
て
い
れ
ば
部
分
的
に
壊
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
鳥
越
で
は
こ
れ
ま
で
、
修

理
は
基
本
的
に
買
っ
た
お
店
に
依
頼
し
、
店
側
が
製
作
者
に
取
り
次
い
で
す
る
も
の
だ
っ
た
。
近
年
、
作
り
手
の
減
少

に
従
っ
て
、
柴
田
さ
ん
も
他
の
人
の
作
っ
た
か
ご
を
直
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
あ
る
い
は
、
市
場
籠
の
よ
う
な
も
の

で
取
手
が
壊
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
壊
れ
た
取
手
を
取
っ
て
し
ま
い
、
容
器
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
を
勧
め
る

こ
と
も
あ
る
。
か
ご
の
中
に
和
紙
を
貼
っ
て
補
強
す
る
一
閑
張
り
と
い
わ
れ
る
手
法
や
、
あ
る
い
は
壊
れ
や
す
い
角
の

部
分
に
皮
や
フ
ェ
ル
ト
を
貼
る
な
ど
の
、
使
う
人
が
自
分
で
で
き
る
方
法
を
案
内
す
る
こ
と
も
あ
る
。

鳥
越
で
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
関
わ
る
人
々

近
世
に
お
い
て
は
貴
重
な
現
金
収
入
を
も
た
ら
す
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
、
と
く
に
作
り
手
の
女
性
は
鳥
越
の
集
落
か
ら

嫁
に
出
さ
ず
と
ど
め
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
記
録
も
あ
る
ほ
ど
で
（
工
藤
一
九
九
六
）、
年
齢
性
別
に
関
わ
ら
ず
優

れ
た
作
り
手
は
鳥
越
の
集
落
に
留
め
て
お
く
力
が
働
い
た
。

柴
田
さ
ん
の
世
代
ま
で
は
、
こ
の
あ
た
り
の
ひ
と
は
、
家
族
が
作
っ
て
い
る
の
を
見
て
か
ご
作
り
を
覚
え
た
。
柴
田
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恵
さ
ん
も
、
小
学
校
高
学
年
に
は
既
に
編
み
方
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
、
大
人
が
編
む
の
に
使
う
素

材
は
使
わ
せ
て
も
ら
え
な
い
の
で
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
端
材
を
使
っ
て
編
み
始
め
た
と
い
う
。
前
述
の
堀
さ
ん
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
農
閑
期
の
冬
場
は
集
中
し
て
か
ご
を
編
む
た
め
、
柴
田
恵
さ
ん
の
家
で
は
編
み
手
の
女
性
た
ち

は
極
力
手
を
洗
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ス
ズ
タ
ケ
で
ふ
や
け
た
手
を
切
っ
た
り
、
爪
が
傷
ん
で
し
ま
う
の
を
避
け
る
た

め
だ
っ
た
（
堀
二
〇
二
四
）。
柴
田
恵
さ
ん
の
伯
父
の
柴
田
春
家
さ
ん
も
有
名
な
か
ご
の
作
り
手
で
あ
り
、
現
在
作
ら

れ
て
い
る
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
仕
事
を
し
た
際
に
現
地
の
か
ご
に
ヒ
ン
ト
を

得
て
技
法
を
開
発
、
ほ
か
の
作
り
手
に
も
広
ま
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

鳥
越
で
は
、
集
落
全
体
と
し
て
こ
の
よ
う
に
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
関
わ
る
人
が
多
く
、
ま
た
作
っ
て
い
る
家
庭
で
は
複

数
人
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
ま
ん
べ
ん
な
く
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
現
在
作
っ
て
い
る
方
の
中
に
も
、
若
い
頃
は

か
ご
を
作
っ
て
お
ら
ず
他
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
婚
家
で
習
い
覚
え
て
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
人
も
お
り
、
ス

ズ
タ
ケ
細
工
と
の
関
わ
り
は
多
様
で
あ
る
。

集
落
の
中
で
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
し
な
い
人
も
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
夏
の
時
期
に
は
縁
巻
に
つ
か
う
素
材
取
り
を
し
、

稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
後
（
九
月
か
ら
一
〇
月
下
旬
）
の
時
期
に
も
切
子
と
し
て
ス
ズ
タ
ケ
の
採
取
を
し
て
い
た
と
い
う
。

現
金
収
入
と
し
て
ス
ズ
タ
ケ
細
工
が
重
要
で
あ
り
、
か
つ
鳥
越
で
一
〇
〇
人
程
度
の
作
り
手
が
カ
ゴ
を
精
力
的
に
編
ん

で
い
た
六
〇
年
ほ
ど
前
に
は
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
た
め
の
ス
ズ
タ
ケ
採
取
と
販
売
を
行
う
切
子
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
人
々

が
多
数
い
た
。
切
子
さ
ん
と
い
う
採
取
専
門
の
人
も
い
る
一
方
で
、
作
り
手
も
そ
れ
ぞ
れ
で
素
材
の
採
取
は
し
て
お
り
、

ゆ
る
や
か
な
分
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
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素
材
採
取
の
季
節

か
つ
て
鳥
越
で
は
、
田
畑
の
傍
ら
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
副
業
と
し
て
作
る
人
が
多
く
、
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
繁
忙
期
は
農

閑
期
と
対
応
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
ス
ズ
タ
ケ
の
採
取
は
四
月
頃
の
雪
解
け
の
あ
と
、
前
年
に
生
え
た
一
年
目
の
ス
ズ
タ
ケ
を
採
取
す
る
。
五

月
末
頃
の
田
植
え
ま
で
、
ス
ズ
タ
ケ
採
取
は
続
く
。
そ
し
て
六
月
に
タ
ケ
ノ
コ
が
生
え
て
か
ら
、
山
の
樹
木
が
落
葉
し

た
一
〇
月
以
降
、
雪
の
多
く
な
る
一
二
月
中
旬
ま
で
が
採
取
の
ハ
イ
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
。
冬
に
採
れ
た
ス
ズ
タ
ケ
は
、

雪
が
積
も
れ
ば
そ
の
ま
ま
雪
の
中
に
入
れ
て
お
け
ば
、
い
つ
で
も
取
り
出
し
て
作
業
が
で
き
る
。
山
に
雪
が
積
も
り
、

他
の
農
作
業
が
一
段
落
し
た
農
閑
期
の
冬
が
、
室
内
で
の
作
業
が
一
番
忙
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。

ス
ズ
タ
ケ
細
工
継
承
の
取
り
組
み

柴
田
恵
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
以
前
の
二
〇
一
九
年
に
は
集
落
に
三
〇
人
程
度
い
た
作
り
手
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
三

年
程
度
で
特
に
高
齢
の
作
り
手
が
多
く
辞
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
作
り
手
の
急
激
な
減
少
に
つ
い
て
の
危

機
感
が
、
柴
田
恵
さ
ん
が
現
在
の
よ
う
に
後
進
の
育
成
に
力
を
い
れ
る
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
と
お
話
を
伺
っ
た
。

一
九
九
五
年
に
鳥
越
で
は
同
地
で
の
技
術
の
伝
承
と
竹
細
工
の
魅
力
の
発
信
の
た
め
、
も
み
じ
交
遊
舎
が
設
立
さ
れ

て
い
る
。
地
域
の
中
で
技
術
の
伝
承
の
た
め
の
努
力
が
様
々
に
行
わ
れ
る
な
か
で
、
鳥
越
の
ス
ズ
タ
ケ
細
工
は
さ
ら
な

る
展
開
を
迎
え
て
い
る
。
近
年
、
も
み
じ
交
遊
舎
や
柴
田
さ
ん
の
私
塾
に
や
っ
て
き
て
新
し
く
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
習
い

た
い
と
他
の
地
域
か
ら
も
若
い
世
代
が
訪
ね
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
興
味
を
も
つ
経

緯
は
様
々
な
が
ら
、
遠
く
か
ら
も
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
身
に
着
け
た
い
と
鳥
越
へ
や
っ
て
き
て
、、
素
材
を
採
り
、
編
む
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た
め
の
ヒ
ゴ
に
調
整
し
て
い
く
技
術
、
編
み
の
技
法
を
含
め
て
習
得
し
て
い
く
。
柴
田
さ
ん
の
生
徒
は
横
の
繋
が
り
を

持
ち
、
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
に
た
い
し
て
も
情
報
を
共
有
し
、
と
も
に
対
応
し
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。

鳥
越
に
お
け
る
ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
歴
史
上
の
危
機
と
取
り
組
み

こ
の
地
域
で
連
綿
と
続
く
ス
ズ
タ
ケ
の
利
用
の
な
か
で
、
近
年
の
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
や
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
作
り
手
の

減
少
以
外
に
も
何
度
か
危
機
は
あ
っ
た
。
ス
ズ
タ
ケ
を
含
む
タ
ケ
・
サ
サ
類
は
、
六
〇
年
か
ら
八
〇
年
の
周
期
で
一
斉

開
花
し
、
そ
の
後
枯
死
を
し
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
て
き
た
。
開
花
周
期
が
長
い
た
め
、
生
態
学
の
分
野
で
も
二
〇
一
〇

年
代
以
降
の
開
花
に
と
も
な
っ
て
研
究
が
精
力
的
に
行
わ
れ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。
実
際
に
は

六
〇
年
と
い
う
周
期
で
起
こ
っ
て
い
る
信
憑
性
は
低
く
（
斎
藤
二
〇
一
四
）、
ま
た
そ
の
長
期
性
と
実
が
救
荒
食
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
飢
饉
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
長
野
県
林
業
総
合
セ
ン
タ
ー

一
九
九
九
）。
実
際
に
、
鳥
越
で
も
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
は
「
け
が
づ
（
飢
饉
）
が
く
る
」
と
い
っ
て
縁
起
が
悪
い
と
い

う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
こ
の
地
域
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

歴
史
上
、
鳥
越
周
辺
で
の
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。
記
録
上
、
お
よ
そ
一
二
〇
年
周
期
の
周

期
で
過
去
二
回
の
枯
死
の
記
録
を
文
献
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
で
き
る
最
初
の
記
録
は
、
天
明
の
大
飢
饉
に
先

立
っ
て
起
こ
っ
た
一
七
八
二
年
の
盛
岡
藩
内
で
の
枯
死
で
あ
り
、
そ
の
後
、
一
二
〇
年
後
の
一
八
九
七
年
に
も
枯
死
が

記
録
さ
れ
て
い
る
（
工
藤
一
九
九
六
）。
ど
ち
ら
も
地
域
に
記
録
の
残
る
凶
作
の
年
で
あ
り
、
当
時
す
で
に
ス
ズ
タ
ケ

細
工
が
副
業
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
鳥
越
周
辺
で
は
二
重
の
災
害
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

67

３．かご作りと景観　―�岩手県二戸郡一戸町鳥越の事例から―
西原　和代



枯
死
に
よ
る
二
〇
一
八
年
以
降
の
景
観
の
変
化
と
作
り
手
の
対
応

二
〇
一
六
年
に
茨
城
県
で
確
認
さ
れ
た
タ
ケ
の
枯
死
は
、
そ
の
後
北
上
し
二
〇
一
八
年
に
岩
手
県
北
部
に
到
達
し
た
。

鳥
越
の
集
落
で
も
、
二
〇
一
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
一
斉
開
花
に
と
も
な
っ
て
、
ス
ズ
タ
ケ
の
広
範
囲
な
枯
死
が
お
き
た
。

（
写
真
３‒
２
、３
）。

折
り
悪
く
二
〇
一
九
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
で
対
面
の
接
触
が
忌
避
さ
れ
る
中
、
作
り
手
同
士
の
交
流
も
減
っ
て
し

ま
っ
た
。
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
が
広
が
っ
て
い
く
な
か
、
柴
田
恵
さ
ん
や
そ
の
私
塾
に
通
っ
て
い
る
若
手
の
作
り
手
た
ち

は
、
枯
死
し
て
い
な
い
場
所
を
求
め
、
通
常
よ
り
広
い
範
囲
で
の
採
取
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
八
〇
代
以
上
の
作
り

手
に
は
運
転
免
許
を
持
た
な
い
人
も
多
い
。
枯
死
に
よ
る
素
材
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
悪
化
と
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
社
会
的

交
流
の
減
少
、
と
い
う
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
、
後
者
の
多
く
が
か
ご
作
り
を
引
退
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
希
望
も
あ
る
。
堀
江
さ
ん
の
よ
う
な
若
手
の
作
り
手
た
ち
は
、
教
室
を
通
じ
て
、
ま
た
地
域
の

作
り
手
と
の
交
流
の
な
か
で
、
か
ご
作
り
と
地
域
の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
、
ま
た
素
材
の
採
取
や
か
ご
作
り
自
体
を
通

し
て
、
景
観
を
自
分
の
も
の
と
し
て
体
得
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
私
が
鳥
越
を
訪
問
し
た
二
〇
二
三
年
七
月
に
は
、
鳥
越
や
面
岸
の
山
中
で
一
部
ス
ズ
タ
ケ
が
わ
ず
か
に
残

存
し
て
い
る
の
を
観
察
し
た
（
写
真
３‒

４
）。
同
年
一
一
月
の
訪
問
時
に
は
、
実
際
に
採
取
の
現
場
に
同
行
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
山
中
で
ス
ズ
タ
ケ
の
群
生
が
残
存
し
て
い
る
場
所
を
確
認
し
た
（
写
真
３‒

５
）。

動
植
物
相
の
変
化

ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
に
よ
る
材
料
の
供
給
不
足
以
外
に
も
問
題
は
あ
る
。
近
年
の
温
暖
化
に
よ
っ
て
、
従
来
夏
に
も
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ク
ー
ラ
ー
を
つ
け
る
必
要
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
鳥
越
で
も
三
〇
度
を
越
す
日
が
観
測
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
二
〇
二
三
年
に
も
長
い
梅
雨
が
あ
り
、
湿
度
が
例
年
よ
り
高
か
っ
た
。

鳥
越
に
住
む
人
々
の
実
感
と
し
て
は
、
数
年
前
か
ら
こ
の
あ
た
り
で
も
つ
い
に
イ
ノ
シ
シ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ハ
ク
ビ
シ
ン
、
シ
カ
な
ど
は
今
ま
で
こ
の
地
域
に
は
い
な
か
っ
た
の
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
数
年
前
か
ら

聞
き
慣
れ
な
い
動
物
の
声
が
す
る
と
思
っ
た
ら
夜
に
啼
く
シ
カ
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
。
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

は
、
山
に
行
く
ひ
と
な
ら
こ
れ
ま
で
も
見
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
集
落
内
で
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
つ
い
最
近

の
こ
と
。
田
畑
に
は
電
気
柵
が
一
部
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
今
ま
で
生
活
の
中
に
い
な
か
っ
た
動
物
た
ち
が
現
れ
る
よ
う

に
な
り
、
変
化
を
実
感
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ス
ズ
タ
ケ
の
採
取
に
も
影
響
が
出
は
じ
め
て
い
る
。
以
前
は
「
九
月
、
一
〇
月
ご
ろ
か
ら
、
雪
が
降
る
ま

で
。
あ
と
は
（
四
月
に
）
雪
が
解
け
て
か
ら
、
五
月
の
連
休
ぐ
ら
い
ま
で
で
」
山
に
入
っ
て
ス
ズ
タ
ケ
を
取
っ
て
い
た

の
が
、
寒
く
な
っ
て
も
ク
マ
が
冬
眠
に
入
ら
な
い
た
め
、
安
全
な
時
期
と
い
う
の
が
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
た
め
、
山
中
に
行
く
と
き
は
複
数
人
で
連
れ
立
っ
て
い
く
と
い
っ
た
工
夫
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、「
五
月
ま
で
に
取
れ
る
の
は
一
年
も
の
。
五
月
、
六
月
ぐ
ら
い
の
時
に
タ
ケ
ノ
コ
で
出
た
も
の
が
、
翌
年
の
五

月
ぐ
ら
い
ま
で
の
間
、
残
し
た
お
い
た
ら
切
り
出
せ
る
」
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
変
化
し
、
秋
に
タ
ケ
ノ
コ
が
出
て
き
て

し
ま
い
、
そ
の
後
雪
が
積
も
っ
て
成
長
で
き
ず
、
翌
年
の
ス
ズ
タ
ケ
も
や
は
り
採
取
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
き
て

い
た
。

高
温
多
湿
化
と
ス
ズ
タ
ケ
細
工

そ
う
し
た
中
で
、
今
ま
で
と
同
様
の
保
管
や
使
い
方
を
し
て
い
る
と
ス
ズ
タ
ケ
細
工
は
傷
ん
で
し
ま
う
。
気
温
と
湿
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度
の
高
い
中
で
今
ま
で
ど
お
り
室
内
保
管
を
し
て
い
る
と
、
カ
ビ
が
生
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
作

り
手
は
作
業
中
に
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
出
て
き
た
上
、
最
近
販
売
す
る
際
に
は
、
手
入
れ
の
仕
方
を
丁
寧
に
説

明
す
る
必
要
が
で
て
き
た
と
い
う
。

ス
ズ
タ
ケ
細
工
の
こ
れ
か
ら

二
〇
二
三
年
七
月
に
お
会
い
し
た
際
、
柴
田
恵
さ
ん
に
「
な
に
か
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
尋
ね
て
み
た
。

そ
の
と
き
、
柴
田
さ
ん
は
す
ぐ
に
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
竹
に
関
し
て
は
、
今
は
も
う
続
け
ら
れ
る
人
が
で
き
る
だ
け
続
け
て
い
く
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
中

で
、
私
が
最
近
よ
く
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
鳥
越
の
竹
細
工
で
今
こ
う
い
う
状
況
で
す
っ
て
い
う
こ
と
は
ま
ず

言
い
ま
す
。
言
う
と
、
ほ
ん
と
、
昔
か
ら
こ
う
い
う
の
が
う
ち
に
あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
と
か
、
こ
う
い
う
の
を
使
っ
て
ま

す
っ
て
、
み
な
さ
ん
お
っ
し
ゃ
る
。
昔
は
当
た
り
前
に
普
通
に
身
近
に
あ
っ
た
も
の
が
、
今
、
時
代
っ
て
い
う
か
、
竹

が
死
ん
で
か
ら
、
つ
い
最
近
の
こ
と
な
の
に
全
く
も
う
当
た
り
前
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ス
ズ

タ
ケ
細
工
を
使
っ
て
み
た
い
な
、
こ
う
い
う
の
を
欲
し
い
な
っ
て
思
う
気
持
ち
が
あ
る
の
だ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
使
っ
て
み

て
欲
し
い
で
す
。
な
ん
で
も
い
い
か
ら
買
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
使
い
た
い
も
の
、
ま
さ
に
そ
の
気

持
に
合
っ
た
も
の
が
あ
れ
ば
使
っ
て
く
だ
さ
い
と
伝
え
る
よ
う
に
し
て
ま
す
。」

そ
れ
は
、
鳥
越
で
生
ま
れ
、
ス
ズ
タ
ケ
の
あ
る
山
に
囲
ま
れ
て
育
ち
、
そ
し
て
自
ら
も
こ
の
後
の
作
り
手
を
育
て
る

柴
田
さ
ん
の
、
真
っ
直
ぐ
な
言
葉
だ
っ
た
。
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レ
ジ
リ
エ
ン
ス
―
か
か
わ
り
の
繋
が
り
を
取
り
戻
す
（R

e-inhabiting

）
こ
こ
ろ
み

柴
田
さ
ん
の
私
塾
に
は
い
ま
数
人
の
生
徒
が
通
っ
て
い
る
。
鳥
越
か
ら
の
生
徒
さ
ん
は
お
ら
ず
、
皆
一
戸
町
の
外
か

ら
ス
ズ
タ
ケ
細
工
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
通
っ
て
く
る
人
た
ち
だ
。

か
つ
て
、
鳥
越
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
や
集
落
の
み
で
伝
え
ら
れ
た
技
法
が
あ
り
、
そ
れ
は
貴
重
な
知
識
と
し
て
そ
の

中
に
秘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
、
鳥
越
の
作
り
手
は
鳥
越
の
外
か
ら
来
た
人
び
と
に
伝
え
は

じ
め
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
応
え
て
や
っ
て
く
る
人
た
ち
が
い
る
。
鳥
越
の
人
た
ち
が
か
つ
て
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
、

生
活
の
傍
ら
、
ス
ズ
タ
ケ
を
採
り
、
か
ご
を
作
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、「
自
然
の
恵
み
を
活
か
し
災
い
を
避
け
る
地
域

文
化
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
お
よ
び
「
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、
岩
手
県
内
、
特
に
宮
古
市
旧
川
井
村
、
そ
し
て
一
戸
町
へ
何
度
か
通
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
遠

く
か
ら
見
れ
ば
緑
が
茂
り
、
勢
い
が
盛
ん
に
見
え
る
山
々
や
里
の
景
観
も
、
そ
の
変
化
と
わ
ず
か
数
十
年
前
の
地
域
生

態
系
を
知
る
人
々
か
ら
す
れ
ば
大
き
な
変
化
を
経
験
し
て
い
る
。

鳥
越
と
そ
の
周
辺
で
は
、
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
と
い
う
ま
さ
に
景
観
の
一
変
す
る
生
態
学
的
事
件
が
お
き
た
わ
け
だ
が
、

生
態
学
的
な
要
因
で
な
く
と
も
、
実
は
激
烈
な
変
化
が
静
か
に
進
行
し
て
い
る
場
所
は
日
本
各
地
に
あ
る
。
綿
々
と
繋

が
れ
て
き
た
営
為
が
後
継
者
の
減
少
や
そ
れ
に
関
わ
る
人
口
の
減
少
に
よ
り
継
続
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
景
観
も
ま
た
変
化
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

鳥
越
周
辺
の
ス
ズ
タ
ケ
が
枯
れ
始
め
る
ず
っ
と
前
か
ら
自
宅
の
畑
で
ス
ズ
タ
ケ
を
育
て
、
二
五
年
か
け
て
一
年
に

三
〇
〇
本
分
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ
た
ら
開
花
し
て
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
の
を
、
今
度
は
実
生
か
ら
芽
が
で

て
き
た
も
の
を
植
え
て
観
察
し
て
い
る
と
い
う
柴
田
さ
ん
の
言
葉
は
、
採
り
続
け
る
、
作
り
つ
づ
け
る
、
教
え
続
け
る
、
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と
い
う
実
践
を
通
し
て
景
観
を
繋
い
で
い
く
。
鳥
越
の
作
り
手
た
ち
と
、
そ
の
後
に
続
く
世
代
の
作
り
手
の
人
々
に
、

変
わ
っ
て
い
く
地
域
の
景
観
と
か
か
わ
り
の
繋
が
り
（Re-inhabiting

）
を
取
り
戻
す
た
め
の
営
為
を
間
近
で
見
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
。

謝
辞

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
一
戸
町
で
ス
ズ
タ
ケ
細
工
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
、
柴
田
恵
さ
ん
、
堀
江
晶
子
さ
ん

に
お
話
を
伺
っ
た
。
お
忙
し
い
中
た
く
さ
ん
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
な
質
問
に
も
丁
寧
に
ご
教
示
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
研
究
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
横
断
的
・
融
合
的
地
域
文
化
研
究
の
領
域
展
開
：
新
た
な
社
会
の
創
発
を
目
指
し
て　

総
合
地
球

環
境
学
研
究
所
ユ
ニ
ッ
ト
：
自
然
の
恵
み
を
活
か
し
災
い
を
避
け
る
地
域
文
化
研
究
」、
お
よ
び
住
友
財
団
二
〇
一
九

年
度
環
境
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ア
グ
ロ
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
見
た
持
続
可
能
な
食
料
生
産
と
景
観
保
全
」
に
助
成

を
受
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
す
。

注
１
：
二
〇
二
三
年
に
お
話
を
伺
っ
た
際
に
は
、
展
示
会
等
で
受
け
た
注
文
が
少
な
く
と
も
数
ヶ
月
待
ち
の
状
態
で

あ
っ
た
。

注
２
：
二
〇
二
三
年
七
月
、
柴
田
恵
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
。
こ
の
危
機
感
が
、
柴
田
さ
ん
の
近
年
の
普
及
活
動
や
後

進
の
育
成
に
力
を
い
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
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注
３
：
政
府
統
計
の
総
合
窓
口
（e-Stat

）
二
〇
二
四
「
戦
前
基
準
５
大
費
目
指
数
（
東
京
都
区
部
）」
を
も
と
に

筆
者
作
成
。
一
九
五
三
年
か
ら
継
続
し
て
確
認
で
き
る
指
標
が
「
東
北
地
方
」
及
び
「
全
国
」
に
つ
い
て
収
集
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
東
京
都
区
部
の
デ
ー
タ
を
参
考
値
と
し
て
示
し
た
。https://w

w
w

.e-stat.go.jp/stat-
search/files?stat_infid=000040229549

。
二
〇
二
五
年
一
月
二
二
日
確
認
。

文
献

工
藤
紘
一
一
九
九
六
「
鳥
越
竹
細
工
史
」『
岩
手
史
学
研
究
』
七
九
、七
七
〜
一
〇
一
頁
。

斎
藤
基
生
二
〇
一
四
「
サ
サ
の
開
花
と
結
実
」『
名
古
屋
学
芸
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
号
、
六
三
〜
七
二
頁
。

佐
々
木
由
香
二
〇
一
八
「
縄
文
・
弥
生
時
代
の
編
組
製
品
の
植
物
素
材
」『
季
刊
考
古
学
』
一
四
五
、四
四
〜
四
七
頁
。

柴
田
恵
・
加
藤
絢
二
〇
二
三
「
自
然
の
恵
み
、
め
ぐ
り
ゆ
く
流
れ
と
と
も
に
―
鳥
越
竹
細
工
の
現
在
と
そ
の
行
方
」

『
民
藝 M

IN
GEI

』
一
六
六
〜
一
七
一
頁
。 

朝
日
新
聞
社
・
東
映
。

斎
藤
智
之
二
〇
二
〇
「
東
北
地
方
に
お
け
る
ス
ズ
タ
ケ
の
一
斉
開
花
」『Forest W

inds

』
八
二
号
、
一
〜
二
頁
。

高
田
和
徳
二
〇
二
四
「
鳥
越
の
竹
細
工
は
い
つ
か
ら
」『
か
ご
を
編
む
』
一
〇
二
〜
一
〇
六
頁
。
リ
ト
ル
モ
ア
。

長
野
県
林
業
総
合
セ
ン
タ
ー
一
九
九
九
「
長
野
県
林
業
総
合
セ
ン
タ
ー　

ミ
ニ
技
術
情
報
」
一
三
号

能
城
修
一
・
佐
々
木
由
香
二
〇
一
四
「
遺
跡
出
土
植
物
遺
体
か
ら
み
た
縄
文
時
代
の
森
林
資
源
利
用
」『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
八
七
、一
五
〜
四
八
頁
。

堀
惠
栄
子
二
〇
二
四
『
か
ご
を
編
む
』
リ
ト
ル
モ
ア
。
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表3-1：1953年を基準とした消費者物価指数の変化（CPI）

年 総合 食料
1953 100 100
1960 114.6 111.6
1970 201.9 209.0
1980 476.8 483.4
1990 597.4 600.0
2000 643.7 632.4
2010 617.5 633.5
2020 641.8 695.4
2023 676.6 783.0

写真３－1 鳥越集落遠景（2023年 11月、筆者撮影）
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写真３－３ 立ち枯れたスズタケの群生
（2023年 11月、鳥越山にて筆者撮影）

写真３－２ 立ち枯れたスズタケの下生えがみられる林
（2023年 11月、鳥越山にて筆者撮影）
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写真３－４ 一部残存したスズタケの群生（2023年７月筆者撮影）

写真３－５ スズタケの採取風景（2023年 11月筆者撮影）
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