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は
じ
め
に

　

小
稿
は
、
青
森
県
八
戸
市
で
現
在
も
栽
培
さ
れ
続
け
て
い
る
「
糠ぬ

か
づ
か塚

き
ゅ
う
り
」

の
歴
史
を
描
く
こ
と
で
、
在
来
作
物
の
「
色
」
を
め
ぐ
る
日
常
史
に
つ
い
て
若
干
の

考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
地
域
社
会
の
日
常
生
活
の
歴
史
、
特
に
日
常
の
「
食
」
の
歴
史
に
焦
点
を

当
て
る
研
究
が
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
湯
澤
規
子
氏）

1
（

は
近
代
に
お
け
る
人
び
と
の
暮

ら
し
を
日
常
の
「
食
」
に
焦
点
化
し
て
捉
え
返
す
こ
と
で
、
家
族
や
地
域
と
い
っ
た

社
会
関
係
、
さ
ら
に
は
学
校
や
軍
隊
、
工
場
と
い
っ
た
国
家
と
つ
な
が
る
関
係
性
の

な
か
で
多
様
な
展
開
を
見
せ
つ
つ
、
人
び
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
存
在
と
し
て
の

「
食
」
の
あ
り
よ
う
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　
「
食
」
に
関
す
る
歴
史
研
究
は
、
よ
り
具
体
的
な
食
材
に
特
化
し
た
研
究
の
深
ま

り
も
み
せ
て
い
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
在
来
性
と
外
来
性
が
入
り
混
じ
る
野

菜
の
歴
史
で
あ
り
、
明
治
期
以
降
の
キ
ャ
ベ
ツ
栽
培
の
展
開
と
食
生
活
へ
の
浸
透
を

歴
史
地
理
学
的
に
探
究
し
た
清
水
克
志
氏
の
成
果）

2
（

や
、
多
様
な
在
来
作
物
と
そ
れ
ら

の
栽
培
を
支
え
る
「
種
屋
」
の
経
営
実
態
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
阿
部
希
望
氏
の
成
果）

3
（

な
ど
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
近
年
の
歴
史
学
的
研
究
に
お
い
て
、
新
た
な
課
題
と
し
て
探
究

が
始
ま
っ
て
い
る
の
が
、
食
材
の
「
色
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
人
び
と
の
感
覚
と
い

う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
例
え
ば
久
野
愛
氏
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
欧
米
の
歴
史
学

や
文
化
人
類
学
な
ど
に
お
い
て
、
人
び
と
の
五
感
の
歴
史
を
社
会
的
・
文
化
的
視
点

か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
「
感
覚
史
」
と
い
う
視
角
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
久
野
氏
は
、
な
ぜ
オ
レ
ン
ジ
は
オ
レ
ン
ジ
色
な
の
が
「
自
然
」
だ
と
思
わ
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
っ
た
ご
く
身
近
な
問
い
を
出
発
点
と
し
て
、
食
べ
物
と
「
色
」
に

対
す
る
感
覚
の
歴
史
を
掘
り
下
げ
、
近
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「
自
然
」
と
さ
れ

る
食
べ
物
の
「
色
」
が
構
築
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
作
物
の
色
管
理
、

さ
ら
に
は
食
品
へ
の
人
工
的
な
着
色
を
行
う
技
術
・
産
業
が
勃
興
し
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
を
描
き
出
し
て
い
る（

４
）。

　

で
は
ひ
る
が
え
っ
て
、
私
た
ち
の
日
常
に
お
い
て
、
野
菜
の
「
色
」
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
感
覚
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
筆
者
は
以
前
、
福
井
県
の
山
村
に
お
い
て
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
る

赤
カ
ブ
の
「
赤
色
」
に
つ
い
て
、
峠
を
越
え
た
城
下
町
に
お
い
て
は
そ
の
「
赤
色
」

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕「

糠
塚
き
ゅ
う
り
」
史
考

辻　

本　

侑　

生

―
在
来
作
物
の
感
覚
史
に
向
け
た
予
備
的
考
察
―
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が
正
月
を
迎
え
る
縁
起
物
と
し
て
喜
ば
れ
て
き
た
も
の
の
、
一
九
八
〇
年
代
に
ブ
ラ

ン
ド
化
し
て
都
市
部
に
売
り
出
そ
う
と
し
た
際
に
は
、「
赤
」
す
ぎ
る
と
し
て
着
色

料
の
使
用
が
疑
わ
れ
、
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
経
緯
を
記
述

し
た）

5
（

。
こ
う
し
た
事
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
自
然
」
と
さ
れ
る
野
菜
の
「
色
」
と
は
、

画
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
カ
ル
な
認
識
と
、
ロ
ー
カ
ル
を
超
え
る
範
囲
に
お

け
る
認
識
と
の
緊
張
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

小
稿
の
問
題
意
識
は
、
湯
澤
氏
・
清
水
氏
・
阿
部
氏
が
着
目
し
た
よ
う
な
近
現
代

の
地
域
社
会
の
人
び
と
を
取
り
巻
く
日
常
の
「
食
」
と
、
久
野
氏
が
提
起
し
た
食
べ

物
の
「
色
」
へ
の
感
覚
史
と
を
、「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
と
い
う
青
森
県
八
戸
市
周
辺

地
域
に
埋
め
込
ま
れ
た
具
体
的
な
在
来
作
物
の
事
例
か
ら
接
合
し
、
検
討
す
る
こ
と

に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
対
し
て
、
小
稿
を
成
す
段
階
で
得
ら
れ

た
資
料
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
た
め
小
稿
は
、
八
戸
周
辺
の
人
び
と
が
糠
塚
き
ゅ

う
り
を
め
ぐ
り
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
験
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
を
二
次
資
料
を

含
め
た
う
え
で
素
描
し
、
今
後
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
を
め
ぐ
る
本
格
的
な
感
覚
史
研
究

に
取
り
組
む
上
で
の
予
備
的
考
察
に
過
ぎ
な
い
成
果
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め

お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

一　

糠
塚
き
ゅ
う
り
の
概
要

　
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
は
、
青
森
県
八
戸
市
糠
塚
を
中
心
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
た

在
来
作
物
で
あ
る
。
通
常
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
で
見
ら
れ
る
き
ゅ
う
り
は
緑

色
で
あ
る
の
に
対
し
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
外
見
が
黄
色
い
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　

植
物
学
者
の
青
葉
高
氏
に
よ
れ
ば
、
き
ゅ
う
り
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
南
部
の
山
麓
地

域
が
原
産
で
あ
り
、
日
本
国
内
の
き
ゅ
う
り
に
は
、
中
国
方
面
か
ら
流
入
し
た
も
の

と
、
シ
ベ
リ
ア
方
面
か
ら
流
入
し
た
も
の
の
二
つ
の
系
譜
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

一
般
に
想
像
さ
れ
る
緑
色
の
細
長
い
き
ゅ
う
り
は
中
国
系
（
華
南
・
華
北
系
）
で
あ

り
、
果
実
が
太
く
、
外
皮
が
黄
色
く
、
中
に
種
が
あ
る
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
、「
シ
ベ

リ
ア
系
」
に
該
当
す
る）

6
（

。
外
見
の
色
の
違
い
は
、
こ
う
し
た
伝
播
経
路
の
違
い
に
由

来
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
工
藤
昭
氏
は
「
藩
制マ

マ

時
代
、
参
勤
交
代
の
道
中
に
種

子
を
持
ち
帰
り
糠
塚
に
植
え
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）

7
（

」
と
述
べ
て
お
り
、

近
世
期
か
ら
八
戸
市
周
辺
に
お
い
て
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

　

現
在
で
も
八
戸
市
出
身
者
に
聞
き
取
り
を
行
う
と
、
比
較
的
年
配
者
は
糠
塚
き
ゅ

う
り
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
て
八
戸
で
き
ゅ
う
り
と
い
え
ば
、
糠
塚
き
ゅ
う

り
の
よ
う
な
黄
色
い
外
見
を
し
て
い
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
し
、
小
さ
い
と
き

に
よ
く
食
べ
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

食
べ
方
は
、
外
皮
を
剝
い
て
、
種
を
除
去
し
た
う
え
で
、
味
噌
を
つ
け
て
食
べ
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
三
年
現
在
も
八
戸
市
街
の
居
酒
屋
で
こ
の
よ
う
な
供
し

方
を
し
て
い
る
例
を
実
際
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
近
年
で
は
糠
塚
き
ゅ
う
り
の
新
し
い
調
理
法
も
模
索
さ
れ
て
お
り
、

八
戸
市
等
が
開
催
す
る
「
八
戸
夏
野
菜
マ
ル
シ
ェ
」
で
は
糠
塚
き
ゅ
う
り
を
中
華
風

に
調
理
す
る
レ
シ
ピ
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
り
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
を
フ
ラ
ン
ス
料
理
や

ポ
ル
ト
ガ
ル
料
理
の
素
材
と
し
て
楽
し
む
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
晩
餐
会
」
が
催
さ
れ
た

り
す
る
な
ど
、
現
代
的
な
食
材
と
し
て
の
活
用
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
八
戸
市
周
辺
の
食
文
化
に
根
差
し
た
作
物
で
あ
り
、

現
在
も
旬
に
な
る
と
八
戸
市
内
の
八
百
屋
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
購
入
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
生
産
者
の
数
は
以
前
に
比
べ
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
一

時
期
は
生
産
継
続
が
深
刻
に
危
惧
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
二
〇
一
三
年
に
は
「
八
戸

伝
統
野
菜　

糠
塚
き
ゅ
う
り
生
産
伝
承
会
」
が
結
成
さ
れ
、
八
戸
市
農
業
経
営
振
興

セ
ン
タ
ー
が
事
務
局
と
し
て
、
種
の
保
存
や
栽
培
に
向
け
た
技
術
開
発
・
指
導
を

行
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
マ
ル
シ
ェ
や
晩
餐
会
も
、
生
産
伝
承
会
に
所
属
す
る
生
産

者
や
市
農
業
経
営
振
興
セ
ン
タ
ー
、
さ
ら
に
糠
塚
き
ゅ
う
り
に
魅
力
を
感
じ
る
市
民

ら
の
連
携
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
る
。

二　

儀
礼
的
な
作
物
と
し
て
の
糠
塚
き
ゅ
う
り

　
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
と
い
う
文
言
を
文
献
上
に
探
す
こ
と
は
意
外
に
難
し
く
、
現

時
点
で
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
初
出
は
、
一
九
六
四
年
の
青
葉
高
氏
の
論
文
中
に
み

ら
れ
る
、「
八
戸
市
の
糠
塚
キ
ウ
リ
は
更
に
短
大
で
北
海
道
の
及
部
キ
ウ
リ
に
類
似

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
で
あ
る）

8
（

。

　
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
を
史
料
上
探
す
こ
と
が
難
し
い
理
由
と
し
て
、
そ
も
そ
も
日

常
生
活
で
当
た
り
前
に
出
現
す
る
食
材
で
あ
る
き
ゅ
う
り
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
記

録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
八
戸
地
方
在
住
の
郷
土
研
究
家
・
夏
堀
謹
二
郞
氏
が
一
九
三
〇
年
に
、
当
時
の

盆
行
事
の
様
子
に
つ
い
て
記
し
た
、
資
料
一
を
み
て
み
よ
う
。

【
資
料
一
】

　

あ
た
り
ま
い
の
豆
腐
汁
は
あ
た
り
ま
い
の
豆
腐
汁
、
茄
子
汁
は
茄
子
汁
で
ど
こ
へ

行
つ
て
も
変
り
が
な
か
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。
或
は
こ
ん
な
こ
と
も
思
つ
て
ゐ
な
か

つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
兄
が
妻
を
娶
つ
て
か
ら
は
あ
た
り
ま
い
の
豆
腐
汁

が
め
つ
た
に
賽
の
目
に
き
ら
れ
な
い
。
茄
子
汁
は
茄
子
は
断
然
薄
く
な
つ
た
。
他
、

味
噌
し
だ
で
か
ら
漬
物
の
出
し
方
ま
で
先
と
は
別
に
な
つ
た
。
別
に
な
つ
た
と
こ
ろ

で
初
め
て
今
ま
で
の
こ
と
に
気
が
つ
き
、
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と
と
思
つ
て
ゐ
た
お
盆

の
こ
と
を
こ
こ
に
書
き
つ
け
て
見
る
。

（
中
略
）

　

十
三
日　

朝
れ
ん
げ
と
ぼ
ん
ば
な
（
桔

（
き
き
ょ
う
））
を
仏
様
に
あ
げ
る
。

お
ぶ
き
さ
ん
も
毎
朝
の
や
う
に
あ
げ
る
。
晩
は
ふ
か
し
を
す
る
。
こ
れ
と
に
し
め
に

茄
子
焼
、
胡
瓜
も
み
、
漬
物
を
お
膳
立
て
し
て
仏
様
に
あ
げ
る
。（
中
略
）
き
う
り

も
み
は
胡
瓜
を
縦
に
四
つ
に
割
り
実
の
部
分
を
と
つ
て
薄
く
き
ざ
み
塩
も
み
で
固
め

し
ぼ
り
、
す
の
は
（
紫
蘇
）
を
き
ざ
ん
で
入
れ
酢
で
味
を
つ
け
る
。
漬
物
は
茄
子
や

胡
瓜
の
糠
漬
。
こ
の
御
馳
走
を
帰
つ
て
か
ら
食
ふ
こ
と
に
し
て
五
時
半
頃

様
婆
様

に
孫
達
が
つ
い
て
お
寺
参
り
に
出
か
け
る）

9
（

。

　

こ
の
資
料
一
で
は
、
著
者
の
夏
堀
氏
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
が
変
わ
れ
ば
、
日

ご
ろ
の
汁
物
や
漬
物
の
作
り
方
・
具
材
の
切
り
方
ま
で
異
な
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
あ

た
り
ま
へ
の
こ
と
と
思
つ
て
ゐ
た
」
盆
行
事
に
つ
い
て
、
あ
え
て
文
字
化
し
て
み
よ

う
と
考
え
た
動
機
が
記
さ
れ
て
い
る）

10
（

。
そ
う
し
て
記
さ
れ
た
八
月
十
三
日
の
記
述
を

見
る
と
、
盆
行
事
の
料
理
と
し
て
作
ら
れ
る
「
胡
瓜
も
み
」
の
作
り
方
と
し
て
、「
胡

瓜
を
縦
に
四
つ
に
割
り
実
の
部
分
を
と
つ
て
薄
く
き
ざ
み
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ

る
。
資
料
中
に
は
文
言
と
し
て
は
「
胡
瓜
」「
き
う
り
」
と
い
う
表
記
し
か
み
ら
れ

な
い
が
、
こ
れ
は
現
在
の
私
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
中
国
系
の
緑
色
の
細
長
い

き
ゅ
う
り
に
お
い
て
は
想
定
し
づ
ら
い
調
理
法
で
あ
り
、
果
実
の
中
に
細
か
い
種
が
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あ
る
シ
ベ
リ
ア
系
の
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
資
料
一
か
ら
は
、
一
九
三
〇
年
時
点
に
お
い
て
、
盆
行
事
の
「
御
馳

走
」
と
し
て
「
あ
た
り
ま
へ
」
に
食
さ
れ
て
い
た
の
は
、
シ
ベ
リ
ア
系
の
糠
塚
き
ゅ

う
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
資
料
で
は
き
ゅ
う
り
の
色
に
つ
い
て
は

記
載
が
な
い
が
、
調
理
手
法
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
た
た
め
、
き
ゅ
う
り
が
実
際

に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ま
で
、
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
資
料
一
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
き
ゅ
う
り
が

盆
と
い
う
行
事
に
お
い
て
儀
礼
的
な
意
味
を
も
つ
作
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
八
戸
在
住
の
民
俗
学
者
・
小
井
川
潤
次
郎
氏
が
一
九
六
〇
年

に
、
自
身
の
幼
少
期
か
ら
の
生
活
経
験
を
も
と
に
叙
述
し
た
『
八
戸
の
四
季
』
の
一

節
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
料
二
は
、
同
書
の
「
夏
」
の
部
分
か
ら
抜

粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
資
料
二
】

　

チ
ャ
ウ
ジ
ャ
マ
は
長
者
山
、
牛
頭
天
皇-

八
坂
神
社
で
十
四
日
が
宵
宮
。（
中
略
）

私
の
住
居
は
八
坂
町
と
い
っ
て
長
者
山
の
山
の
麓
、
島
守
の
世
増
の
八
坂
さ
ま
で
は

「
蘇
民
将
来
」
の
御
札
を
出
し
た
。
胡
瓜
の
地
物
が
出
来
る
の
は
こ
の
頃
だ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
食
べ
な
い
家
も
あ
っ
た
。
私
ら
は
こ
の
日
神
様
に
供
げ
る
だ
け
で
食
べ
る

こ
と
は
食
べ
て
い
た
。
メ
ド
チ
は
ミ
ヅ
チ
か
ら
の
転
訛
で
河
童
の
こ
と
を
言
っ
た
。

メ
ド
チ
に
掠
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
胡
瓜
を
川
に
流
す
と
こ
ろ
も
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
資
料
二
か
ら
は
、
八
戸
市
街
に
お
い
て
、
八
月
の
神
社
の
祭
礼
の
時
期
に

「
胡
瓜
の
地
物
」
が
出
来
、「
そ
れ
ま
で
食
べ
な
い
家
」
が
あ
っ
た
り
、「
神
様
に
供
げ
」

て
か
ら
食
べ
た
り
、「
川
に
流
」
し
た
り
す
る
民
俗
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

先
述
の
盆
行
事
の
き
ゅ
う
り
も
み
料
理
と
関
連
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
八
戸
市
街
に

お
い
て
は
、
き
ゅ
う
り
と
い
う
食
材
は
夏
の
儀
礼
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る）

12
（

。
そ
し
て
、「
胡
瓜
の
地
物
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
中
国
系
の
き
ゅ

う
り
で
は
な
く
、
在
来
の
シ
ベ
リ
ア
系
の
き
ゅ
う
り
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
ほ

う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
き
ゅ
う
り
が
儀
礼
的
な
意
味
を
有
す
る
特
別
な
作
物
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
糠
塚
と
い
う
地
域
に
お
け
る
野
菜
栽
培
の
歴
史
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

糠
塚
は
本
八
戸
の
中
心
市
街
地
に
隣
接
し
、
現
在
は
丘
陵
地
形
に
住
宅
街
が
広
が
っ

て
い
る
よ
う
な
地
域
で
あ
る
が
、
大
久
保
源
太
郎
氏
は
『
続
糠
塚
風
土
記
』
に
お
い

て
、「
糠
塚
で
野
菜
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
分
後
の
こ
と
で
、
分
け
作
小
作

は
戦
時
中
も
続
け
ら
れ
て
い
た
。
小
作
料
の
金
納
も
物
納
も
で
き
な
か
っ
た
当
時
は

小
作
地
で
野
菜
は
勿
論
換
金
作
物
も
自
由
に
作
付
で
き
な
い
の
は
普
通
の
こ
と
だ
っ

た）
13
（

」
と
述
べ
て
い
る
。「
糠
塚
で
野
菜
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
分
後
の
こ
と
」

と
い
う
の
が
、
い
つ
く
ら
い
の
時
代
を
指
し
て
い
る
の
か
、
正
確
な
判
定
は
難
し
い

が
、
夏
の
祭
日
ま
で
食
べ
る
の
を
避
け
る
家
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
も
加
味
す

る
と
、
大
量
に
栽
培
・
消
費
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
と
も
と
は
限
ら
れ
た
耕
地

面
積
の
中
で
相
対
的
に
少
量
栽
培
さ
れ
、
自
給
的
か
つ
儀
礼
的
な
性
格
を
有
す
る
作

物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

三　
「
商
品
」
と
し
て
の
糠
塚
き
ゅ
う
り
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前
章
で
述
べ
た
通
り
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
地
域
に
お
け
る
一
年
の
リ
ズ
ム
の
中
で

栽
培
さ
れ
、
食
さ
れ
る
儀
礼
的
な
作
物
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
が
、
も
う
ひ

と
つ
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
時
期
か
ら
「
商
品
」
と
し
て
の
意
味
合

い
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

い
つ
ご
ろ
か
ら
糠
塚
で
栽
培
さ
れ
る
シ
ベ
リ
ア
系
き
ゅ
う
り
が
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」

と
い
う
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
大
久
保
源
太
郎
氏
の
『
続

糠
塚
風
土
記
』
に
み
ら
れ
る
「
糠
塚
の
キ
ウ
リ
は
〝
糠
塚
キ
ウ
リ
〞
と
い
わ
れ
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た）

14
（

」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
が
単
に
自
家
用
の
み

な
ら
ず
、
外
部
か
ら
の
「
評
価
」
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
。

　

糠
塚
き
ゅ
う
り
が
「
商
品
」
化
さ
れ
る
契
機
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
初

期
に
お
け
る
八
戸
市
周
辺
で
の
野
菜
の
促
成
栽
培
の
隆
盛
で
あ
る
。
青
森
県
水
産
学

校
の
地
理
教
員
で
あ
っ
た
佐
々
木
藤
吉
氏
が
一
九
三
九
年
に
雑
誌
『
八
戸
市
教
育
』

第
一
二
号
に
執
筆
し
た
「
郷
土
の
地
理
的
素
材
二
、
三
」
と
い
う
文
章
に
は
、
三
戸
・

八
戸
地
域
の
野
菜
促
成
栽
培
の
現
況
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
野
菜
促

成
栽
培
経
営
の
最
も
盛
ん
な
地
域
の
一
つ
と
し
て
八
戸
市
糠
塚
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

九
〇
戸
の
農
家
が
「
ナ
ス
、
ト
マ
ト
、
タ
マ
ナ
、
キ
ウ
リ
」
の
促
成
栽
培
に
取
り
組

ん
で
い
る
と
の
デ
ー
タ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
野
菜
の
促
成
栽
培
を
行
う
理
由
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
以
前
に
盛
ん
で
あ
っ
た
煙
草
栽
培
が
「
色
々
な
点
で
う
る
さ
い
こ
と

が
多
」
か
っ
た
た
め
、
各
農
家
が
秋
ま
で
の
収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
、
取
り
組
む

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う）

15
（

。

　

こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
キ
ウ
リ
」
が
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
で
あ
っ
た
か
を
判

定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
佐
々
木
氏
の
報
告
が
な
さ
れ
た
昭
和
初
期
の
糠

塚
き
ゅ
う
り
生
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
工
藤
昭
氏
は
「
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
、
地
元

有
志
に
よ
っ
て
、
種
苗
組
合
が
つ
く
ら
れ
」
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
工
藤
氏

は
続
け
て
「
き
ゅ
う
り
の
自
家
交
配
を
試
み
る
人
も
あ
っ
て
、
従
前
か
ら
の
系
統
と

赤
く
な
り
易
い
欠
点
を
補
う
た
め
に
青
節
成
り
を
交
配
さ
せ
た
2
系
統
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
自
家
採
種
に
よ
り
栽
培
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
内
容
を
、
糠
塚
在
住
の
篤

農
家
か
ら
の
聞
き
書
き
に
よ
る
情
報
と
し
て
記
載
し
て
い
る）

16
（

。
こ
こ
で
は
、
糠
塚

き
ゅ
う
り
が
「
赤
く
な
り
易
い
」
こ
と
が
「
欠
点
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
中
国
系

の
緑
色
で
細
長
い
き
ゅ
う
り
で
あ
る
「
青
節
成
」
と
の
交
配
が
試
み
ら
れ
た
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
、
果
実
が
な
っ
た
後
、
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ

て
黄
色
か
ら
さ
ら
に
赤
茶
色
に
外
皮
が
変
色
す
る
た
め
、
こ
こ
で
の
「
赤
色
」
は
そ

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
断
片
的
な
情
報
か
ら
考
え
る
と
、
昭
和
初
期
に
は
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
の
生

産
者
た
ち
が
組
織
的
な
生
産
体
制
の
確
立
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し

た
模
索
の
な
か
で
品
種
改
良
が
試
み
ら
れ
、
外
皮
の
色
を
「
改
良
」
し
よ
う
と
す
る

試
み
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
即
ち
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
、
自
家
用
や

儀
礼
用
の
作
物
と
し
て
の
性
格
の
み
な
ら
ず
、「
商
品
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る

よ
う
に
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
周
辺
の
類
似
の
「
地
き
ゅ
う
り
」
等
と
呼
ば
れ
る
在
来

き
ゅ
う
り
と
差
異
化
さ
れ
、「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
と
い
う
い
わ
ば
ロ
ー
カ
ル
ブ
ラ
ン

ド
の
呼
称
を
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
「
商
品
」
と
し
て
の
糠
塚
き
ゅ
う
り
の
性
格
は
、
消
費
者
の
声
か
ら
も

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
料
三
は
一
九
九
四
年
八
月
に
「
デ
ー
リ
ー
東
北
」
紙

の
読
者
投
稿
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
糠
塚
キ
ュ
ウ
リ
を
復
活
さ
せ
て
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
の
文
章
で
あ
る
。
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【
資
料
三
】

　

先
日
、
近
所
の
人
か
ら
家
庭
菜
園
で
育
て
た
糠
塚
キ
ュ
ウ
リ
を
い
た
だ
い
た
。
冷

や
し
て
キ
ュ
ウ
リ
も
み
に
し
て
食
べ
た
が
、
昔
の
味
が
し
て
本
当
に
う
ま
か
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
糠
塚
キ
ュ
ウ
リ
を
口
に
し
た
の
は
何
年
ぶ
り
の
こ
と
だ
ろ
う
。
近
ご

ろ
は
ト
ン
と
そ
の
姿
を
み
な
く
な
っ
た
。
糠
塚
キ
ュ
ウ
リ
は
か
つ
て
八
戸
地
方
の
野

菜
の
供
給
地
域
だ
っ
た
八
戸
市
糠
塚
で
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
で
そ
の
名
が
つ
け

ら
れ
た
と
い
う
。
ウ
リ
ほ
ど
に
も
太
く
大
型
で
、
熟
す
る
ほ
ど
に
黄
色
く
な
り
、
旬

は
盛
夏
か
ら
盆
ま
で
で
あ
る
。
縦
に
割
る
と
種
子
が
多
く
、
こ
れ
を
指
で
取
り
除
き
、

薄
く
切
っ
て
酢
み
そ
あ
え
に
し
た
り
、
単
に
縦
長
に
切
っ
て
お
や
つ
代
わ
り
に
み
そ

を
つ
け
て
食
べ
た
も
の
だ
っ
た
。
独
特
の
苦
み
が
食
欲
を
そ
そ
っ
た
。
ま
た
、
盆
の

供
え
物
と
し
て
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
八
戸
地
方
の
生
活
に
深
く
根
差
し
て
き

た
。
農
家
の
人
が
糠
塚
キ
ュ
ウ
リ
を
売
り
歩
く
呼
び
声
も
夏
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
親
し
ま
れ
て
い
た
糠
塚
キ
ュ
ウ
リ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
さ
び
し
い
。

ス
ー
パ
ー
や
八
百
屋
の
店
頭
か
ら
は
完
全
に
姿
を
消
し
、
片
町
（
八
戸
市
）
な
ど
の

朝
市
な
ど
で
た
ま
に
売
っ
て
い
る
ほ
か
に
は
見
か
け
な
く
な
っ
た
（
八
戸
市
白
銀
町

匿
名
希
望
男
性
会
社
員
五
二
歳）

17
（

）

　

こ
の
文
章
の
書
き
手
は
、
一
九
九
四
年
当
時
五
二
歳
で
あ
る
た
め
、
自
称
の
年
齢

を
そ
の
ま
ま
信
頼
す
る
と
す
れ
ば
一
九
四
二
年
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
資
料

三
を
み
る
と
、
一
九
四
〇
年
代
生
ま
れ
の
男
性
に
と
っ
て
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
、「
盆

の
供
え
物
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
日
常
的
に
「
お
や
つ
代
わ
り
」
に
な
る
よ
う

な
食
べ
物
で
あ
り
、
か
つ
農
家
の
人
が
「
売
り
歩
」
き
に
来
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
一
九
九
四
年
当
時
に
は
、「
熟
す
る
ほ
ど
に
黄
色
く
な
」

り
、「
独
特
の
苦
み
が
食
欲
を
そ
そ
」
る
糠
塚
き
ゅ
う
り
を
見
か
け
る
こ
と
が
非
常

に
少
な
く
な
り
、
久
々
に
食
べ
た
際
に
は
「
昔
の
味
が
し
て
本
当
に
う
ま
か
っ
た
」

と
感
じ
、
そ
の
感
慨
を
新
聞
に
投
書
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て

　

以
上
、
小
稿
が
現
段
階
で
入
手
し
得
た
資
料
を
も
と
に
、
非
常
に
断
片
的
な
が
ら

も
明
ら
か
に
し
た
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
三

〇
〜
六
〇
年
代
の
八
戸
地
方
に
お
け
る
民
俗
行
事
の
記
録
を
み
る
と
、
夏
の
神
社
祭

礼
や
盆
行
事
に
お
い
て
き
ゅ
う
り
は
儀
礼
的
な
意
味
を
有
す
る
作
物
で
あ
り
、
資
料

中
の
き
ゅ
う
り
の
特
徴
に
関
す
る
記
述
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
そ
の
当
時
の
き
ゅ
う
り

は
現
在
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
と
呼
ば
れ
る
シ
ベ
リ
ア
系
の
き
ゅ
う
り
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
た
。

　

他
方
で
、
昭
和
初
期
ご
ろ
か
ら
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
、
自
給
用
の
作
物
と
し
て
の
み

な
ら
ず
、
市
街
地
の
近
郊
農
村
で
栽
培
さ
れ
る
「
商
品
」
と
し
て
の
性
格
を
も
強
め

る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
種
苗
組
合
の
結
成
や
、
市
街
地
へ
の
行
商
、
そ
し

て
特
有
の
「
色
」
を
品
種
改
良
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
な
ど
が
み
ら

れ
て
い
っ
た
。
八
戸
市
周
辺
で
栽
培
さ
れ
る
シ
ベ
リ
ア
系
き
ゅ
う
り
を
「
糠
塚
き
ゅ

う
り
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
い
つ
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
一
九
六
四
年
の
青
葉
高
の
論
文
に
「
糠
塚
キ
ウ
リ
」
と
い
う
文
言
が
あ
る

よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
既
に
ロ
ー
カ
ル
ブ
ラ
ン
ド
を
有
す
る
商
品
と
し
て
、

一
定
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

小
稿
で
紹
介
し
た
資
料
の
う
ち
、
儀
礼
的
な
作
物
と
し
て
の
き
ゅ
う
り
の
性
格
を
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示
す
資
料
一
・
資
料
二
で
は
、
き
ゅ
う
り
の
「
色
」
に
つ
い
て
特
に
記
載
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
身
の
回
り
に
当
た
り
前
に
存
在
す
る
作
物
で
あ
り
、
わ

ざ
わ
ざ
何
色
か
を
示
す
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
商
品
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
「
赤
く
な
り
易
い
欠
点
を

補
う
」
必
要
が
生
じ
、
シ
ベ
リ
ア
系
と
は
異
な
る
「
緑
色
」
の
き
ゅ
う
り
と
の
交
配

も
試
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
資
料
三
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
親
し
ん
で
食
べ
て
い
た
糠

塚
き
ゅ
う
り
を
懐
か
し
む
消
費
者
の
声
に
は
「
熟
す
る
ほ
ど
に
黄
色
く
な
り
」
と
い

う
よ
う
に
、
通
常
流
通
す
る
き
ゅ
う
り
と
異
な
る
「
色
」
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り

と
記
載
さ
れ
て
い
た
。　

　

以
上
の
素
描
か
ら
は
、
八
戸
市
周
辺
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
地
理
的
範
囲
に
お
い
て

も
、
き
ゅ
う
り
と
は
ど
ん
な
「
色
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
人
び
と
の
感
覚
は
、
き
ゅ

う
り
が
ロ
ー
カ
ル
な
範
囲
で
「
商
品
」
と
し
て
流
通
す
る
な
か
で
意
識
化
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
は
流
通
上
の
「
欠
点
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
昔

か
ら
味
わ
っ
て
き
た
懐
か
し
さ
と
と
も
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
一
括
り

に
で
き
な
い
多
様
な
経
験
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る）

18
（

。
こ
う
し
た
糠
塚
き
ゅ

う
り
を
め
ぐ
る
感
覚
史
か
ら
は
、
マ
ク
ロ
な
資
本
主
義
的
な
感
覚
に
飲
み
込
ま
れ
て

い
く
と
い
う
説
明
に
回
収
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
感
覚
史
の
問
題
系
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
授
業
で
黄
色
か
ら
赤
茶
色

の
状
態
の
糠
塚
き
ゅ
う
り
の
写
真
を
提
示
し
て
、
学
生
に
「
こ
れ
は
何
だ
と
思
う
？
」

と
尋
ね
る
こ
と
を
何
度
か
試
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
き
ゅ
う
り
」
で
あ
る
と
明
か

す
と
多
く
の
学
生
は
驚
い
た
う
え
で
、
関
心
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
般

的
な
き
ゅ
う
り
の
「
色
」
で
は
な
い
、
と
い
う
糠
塚
き
ゅ
う
り
の
特
性
は
、
資
料
三

に
み
ら
れ
た
よ
う
な
地
元
住
民
が
味
わ
う
懐
か
し
さ
の
感
覚
に
加
え
、
外
部
者
や
若

者
の
驚
き
や
関
心
を
も
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

小
稿
の
論
述
は
仮
説
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
部
分
が
多
く
、
資
料
発
掘
を
含

め
た
課
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
小
稿
で
行
っ
た
情
報
の
整
理
に
基
づ
け
ば
、

糠
塚
き
ゅ
う
り
販
売
時
の
消
費
者
と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
は
、「
色
」
を
め
ぐ
る

多
様
な
感
覚
が
表
出
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
今
後
は
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
の

行
商
や
朝
市
で
の
販
売
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
へ
の
出
荷
経
験
を
有
す
る
方
へ

の
聞
き
書
き
調
査
を
進
め
、
残
さ
れ
た
研
究
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

註（
1
）
湯
澤
規
子
『
胃
袋
の
近
代　

食
と
人
び
と
の
日
常
史
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
年
）。

（
2
）
清
水
克
志
「
日
本
に
お
け
る
キ
ャ
ベ
ツ
生
産
地
域
の
成
立
と
そ
の
背
景
と
し
て
の

キ
ャ
ベ
ツ
食
習
慣
の
定
着　

明
治
後
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
を
中
心
と
し
て
」『
地
理

学
評
論
』
八
一
―
一
、
二
〇
〇
八
年
。

（
3
）
阿
部
希
望
『
伝
統
野
菜
を
つ
く
っ
た
人
　々
「
種
子
屋
」
の
近
代
史
』（
農
山
漁
村

文
化
協
会
、
二
〇
一
五
年
）。

（
４
）
久
野
愛『
視
覚
化
す
る
味
覚　

食
を
彩
る
資
本
主
義
』（
岩
波
新
書
、二
〇
二
一
年
）。

（
5
）
辻
本
侑
生「「
地
域
資
源
」を
つ
く
り
だ
す　

福
井
市
味
見
河
内
地
区
の
焼
畑
と「
河

内
赤
か
ぶ
ら
」
の
事
例
か
ら
」『
農
業
と
経
済
』
八
六
―
六
、
二
〇
二
〇
年
。

（
6
）
青
葉
高
「
東
北
地
方
に
残
存
す
る
キ
ウ
リ
在
来
品
種
に
つ
い
て
」『
農
業
及
園
芸
』

三
九
―
一
一
、
一
九
六
四
年
、
青
葉
高
『
野
菜　

在
来
品
種
の
系
譜
』
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
八
一
年
。
青
葉
氏
は
一
九
六
四
年
の
論
文
に
お
い
て
、
八
戸
市
の
ほ
か

に
も
、
今
別
町
や
青
森
市
、
大
鰐
町
、
さ
ら
に
岩
手
県
盛
岡
市
や
岩
手
県
酒
田
市
に

も
シ
ベ
リ
ア
系
き
ゅ
う
り
の
分
布
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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（
7
）
工
藤
昭『
南
部
畑
作
地
帯
の
や
さ
い
』（
オ
ダ
プ
リ
ン
ト
、一
九
九
二
年
）、六
五
頁
。

（
8
）
前
掲
（
6
）
青
葉
一
九
六
四
。

（
9
）
夏
堀
謹
二
郞
「
お
盆
の
こ
と
（
一
）」
一
九
三
〇
年
九
月
一
〇
日
「
奥
南
新
報
」（
青

森
県
生
活
環
境
部
県
史
編
さ
ん
室
『
青
森
県
史
叢
書　

奥
南
新
報
「
村
の
話
」
集
成　

上
』
一
九
九
八
年
、
七
〇
〜
七
一
頁
）。

（
10
）
こ
う
し
た
夏
堀
氏
の
問
題
意
識
は
、「
当
た
り
前
」
の
「
日
常
」
を
問
い
直
そ
う

と
試
み
て
き
た
民
俗
学
の
初
志
と
非
常
に
近
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
岩

本
通
弥
「〝
当
た
り
前
〞
と
〝
生
活
疑
問
〞
と
〝
日
常
〞」『
日
常
と
文
化
』
一
、
二

〇
一
五
年
）。

（
11
）
小
井
川
潤
次
郎
『
八
戸
の
四
季
』（
北
方
春
秋
社
、一
九
六
〇
年
）
五
三
〜
五
四
頁
。

（
12
）
小
稿
で
は
深
く
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
が
、
き
ゅ
う
り
は
特
に
民
俗
学

で
は
、
食
物
禁
忌
研
究
の
文
脈
の
中
で
着
目
さ
れ
て
き
た
存
在
で
あ
る
。
通
常
、
民

俗
学
で
は
、
行
事
や
祭
礼
の
際
に
特
に
食
べ
る
食
物
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
が
多
い
一

方
、
何
ら
か
の
要
因
に
よ
り
特
定
の
地
域
の
な
か
で
、
あ
る
季
節
の
み
食
べ
る
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
特
定
の
同
族
に
お
い
て
は
栽
培
す
ら
禁
じ
ら
れ
た
り

し
て
い
る
食
物
が
あ
る
。
そ
う
し
た
禁
忌
の
事
例
と
し
て
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
の
が
き
ゅ
う
り
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
河
上
一
雄
氏
は
全
国
の
作
物
禁
忌
の
事
例

を
分
析
し
、
禁
忌
の
対
象
と
な
る
作
物
の
特
徴
と
し
て
、
①
外
来
野
菜
、
②
畑
作
物
、

③
夏
作
物
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
き
ゅ
う
り
の
作
物
禁
忌
が
相
対
的
に
東
北
日
本
に
多

く
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
河
上
一
雄
「
作
物
禁
忌　

胡
瓜
禁
忌
を
中
心

と
し
て
」『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
四　

巫
俗
と
俗
信
』
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
）。

（
13
）
大
久
保
源
太
郎
『
続
糠
塚
風
土
記
』（
青
森
毎
日
新
聞
社
印
刷
局
、一
九
八
六
年
）、

八
七
頁
。

（
14
）
同
右
、
九
四
頁
。

（
15
）
佐
々
木
藤
吉
「
郷
土
の
地
理
的
素
材
二
、
三
」『
八
戸
市
教
育
』
一
二
、
一
九
三

九
年
（
山
口
弥
一
郎
旧
蔵
資
料
〈
福
島
県
立
博
物
館
寄
託
〉
三
―
〇
〇
三
四
）。『
八

戸
市
教
育
』
は
八
戸
市
教
育
会
が
刊
行
し
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
が
、
八
戸
市
立
図
書

館
や
青
森
県
立
図
書
館
に
は
、『
八
戸
市
教
育
』第
一
一
号
し
か
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　
　

こ
の
佐
々
木
氏
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
全
体
は
未
発
見
で
あ
る
。
小
稿
に
お
い

て
は
、
福
島
県
会
津
地
方
出
身
で
東
北
地
方
各
地
の
民
俗
学
・
地
理
学
研
究
を
行
っ

た
山
口
弥
一
郎
氏
（
一
九
〇
二
〜
二
〇
〇
〇
）
の
旧
蔵
資
料
に
残
さ
れ
て
い
た
、佐
々

木
論
文
の
抜
き
刷
り
を
参
照
し
た
。

（
16
）
前
掲
（
7
）
工
藤
一
九
九
二
、
六
五
頁
。

（
17
）『
デ
ー
リ
ー
東
北
』一
九
九
四
年
八
月
八
日（
八
戸
市
立
図
書
館「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」

関
連
新
聞
記
事
切
り
抜
き
フ
ァ
イ
ル
所
収
）。

（
18
）
筆
者
が「
糠
塚
き
ゅ
う
り
晩
餐
会
」で
出
会
っ
た
あ
る
糠
塚
き
ゅ
う
り
生
産
者
は
、

幼
少
期
は
糠
塚
き
ゅ
う
り
の
ほ
う
が
身
近
で
あ
っ
た
が
、小
学
二
年
生
の
と
き
に
「
普

通
の
緑
の
き
ゅ
う
り
を
初
め
て
食
べ
て
、
旨
か
っ
た
」
と
感
じ
た
と
述
べ
て
い
た
。

お
そ
ら
く
苦
み
の
あ
る
糠
塚
き
ゅ
う
り
よ
り
は
、
中
国
系
の
き
ゅ
う
り
の
ほ
う
が
小

学
生
に
は
食
べ
や
す
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
別
の
生
産
者
の
祖

母
は
、
苦
み
が
抜
け
て
か
ら
食
べ
る
た
め
に
、
糠
塚
き
ゅ
う
り
は
茶
色
い
状
態
に
変

化
す
る
ま
で
待
っ
て
か
ら
食
べ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
色
と
味
を
め
ぐ
る
感
覚

の
語
り
を
丁
寧
に
集
め
、
分
析
し
て
い
く
必
要
性
も
今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

【
謝
辞
】
糠
塚
き
ゅ
う
り
に
関
す
る
知
識
や
近
年
の
動
向
等
に
つ
い
て
は
、
金
濵
和

弘
氏
、
南
風
農
園
の
水
野
浩
司
氏
、
八
戸
市
農
業
経
営
振
興
セ
ン
タ
ー
の
田
茂
竜
児

技
査
、
八
戸
市
商
工
課
の
中
里
一
希
技
査
、
青
森
県
立
名
久
井
農
業
高
校
の
日
野
澤

義
子
教
諭
、
弘
前
大
学
社
会
連
携
課
の
上
平
好
弘
地
域
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
か

ら
多
く
の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
、
本
論
文
の
作
成
に
必
要
な
調
査
研
究
に
あ
た
っ

て
は
、
公
益
財
団
法
人
青
森
学
術
文
化
振
興
財
団
助
成
金 

地
域
の
振
興
に
係
る
研



―  52 ―

究
事
業
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
）「
八
戸
伝
統
野
菜
「
糠
塚
き
ゅ
う
り
」
の
色
変
化
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
解
明
と
地
域
資
源
化
に
向
け
た
研
究
事
業
」（
弘
前
大
学
農
学
生
命
科
学
部
・

藤
井
祥
助
教
と
の
共
同
研
究
）
の
助
成
を
受
け
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

（
つ
じ
も
と
・
ゆ
う
き　

静
岡
大
学
地
域
創
造
教
育
セ
ン
タ
ー
講
師
）


