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伝
統
野
菜
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
が
あ
っ
た

現
在
、
加
賀
野
菜
と
し
て
認
定
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
伝
統
野
菜
は
１５
品
目
あ
る
。
金
沢
を
代
表

す
る
野
菜
と
し
て
今
日
を
迎
え
る
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
っ
た
。

一
方
、
認
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
将
来
の
加
賀
野
菜
を
め
ざ
し
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
、

そ
し
て
残
念
な
が
ら
種
が
途
絶
え
て
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
な
ど
、
長
い
歳
月
を
経
て
今
に
至
る
金
沢

の
伝
統
野
菜
に
つ
い
て
語
ら
せ
て
い
た
だ
く
。

私
は
常
々
、
「
野
菜
だ
け
が
残
っ
て
も
仕
方
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
金
沢
に
根
付
き
、
食
べ
ら
れ

て
き
た
の
か
と
い
う
背
景
が
残
ら
な
く
て
は
意
味
が
な
い
」
と
話
し
て
き
た
。
今
は
野
菜
を
売
る
に
も
そ

ん
な
物
語
が
必
要
な
時
代
と
な
っ
た
と
思
う
。
徐
々
に
風
化
し
つ
つ
あ
る
そ
ん
な
話
を
こ
こ
に
記
し
て
後

世
に
残
っ
て
く
れ
れ
ば
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
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さ

つ

ま

い

も

金
沢
市
の
さ
つ
ま
い
も
の
う
ち
、
中
心
産
地
で
あ

る
五
郎
島
の
名
を
冠
し
、
「
五
郎
島
金
時
」
と
商
標

登
録
さ
れ
た
の
は
平
成
１１
年
（
１
９
９
９
）
の
こ
と

こ
う

し

で
あ
る
。
加
賀
野
菜
の
中
で
商
標
登
録
さ
れ
た
の
は
、
「
五
郎
島
金
時
」
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。

４
月
下
旬
か
ら
６
月
初
旬
に
か
け
て
植
え
付
け
し
、
収
穫
は
８
月
中
旬
か
ら
１１
月
上
旬
で
あ
る
。
納
屋

で
低
温
貯
蔵
し
た
も
の
は
翌
年
１
〜
３
月
に
、
キ
ュ
ア
リ
ン
グ
施
設
で
貯
蔵
し
た
も
の
は
４
〜
５
月
に
出

荷
さ
れ
る
。
昔
な
が
ら
の
い
も
穴
方
式
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。

「
五
郎
島
金
時
」
の
特
色
は
苗
、
肥
料
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
十
数
年
前
ま
で
は
生
産
者
に

よ
っ
て
異
な
る
苗
、
肥
料
を
使
っ
て
い
た
た
め
、
人
に
よ
っ
て
、
畑
に
よ
っ
て
味
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
苗
・
肥
料
を
共
通
化
す
る
こ
と
で
、
安
定
し
た
品
質
の
五
郎
島
金
時
を
出
荷
で
き
る
よ
う
図
っ

た
わ
け
だ
。

砂地で育った五郎島金時
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五
郎
島
金
時
の
栽
培
か
ら
、
あ
る
教
訓
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

さ
つ
ま
い
も
は
水
、
肥
料
を
た
く
さ
ん
施
せ
ば
、
た
く
さ
ん
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

の
分
、
形
や
味
が
落
ち
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
五
郎
島
金
時
は
あ
え
て
肥
料
を
減
ら
し
、
締
ま
っ
た
形
に

し
て
い
る
の
だ
。
人
間
で
も
、
食
べ
過
ぎ
れ
ば
肥
満
に
な
る
。
不
健
康
に
も
な
る
。
五
郎
島
金
時
と
て
同

じ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ｊ
Ａ
金
沢
市
「
五
郎
島
さ
つ
ま
い
も
部
会
」
に
よ
れ
ば
、
栽
培
面
積
は
現
在
、
８８
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
生
産

量
は
年
間
２
３
０
０
ト
ン
と
い
う
。
そ
の
う
ち
、
北
陸
３
県
に
７
割
、
関
西
・
関
東
を
中
心
に
北
陸
３
県

以
外
に
３
割
が
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
出
荷
金
額
は
平
成
２８
年
（
２
０
１
６
）
で
５
億
８
０
０
０
万
円
と
い

う
。ま

た
、
近
年
は
県
内
外
の
食
品
製
造
会
社
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
、
五
郎
島
金
時
な
ら
で
は
の
味
わ
い
を
生

か
し
た
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や
和
菓
子
と
い
っ
た
商
品
も
続
々
と
登
場
し
て
い
る
。

１０
年
ほ
ど
前
に
、
当
時
の
「
五
郎
島
さ
つ

ま
い
も
部
会
」
部
会
長
の
中
本
信
之
さ
ん
は

次
の
よ
う
に
抱
負
を
語
っ
て
い
た
。

平成１８年、五郎

島金時の焼酎が

誕生した
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「
以
前
に
比
べ
、
五
郎
島
金
時
の
知
名
度
は
上

が
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
津
々
浦
々
に
知
れ
渡
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
日
本
中
に
、
そ
し
て

世
界
に
五
郎
島
金
時
の
名
前
を
知
ら
し
め
た

い
」そ

の
言
葉
が
現
実
の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て

い
る
。

甘くてホクホクとした食感が特徴

第二章 金沢の伝統野菜 珠玉の物語

57

加
賀
れ
ん
こ
ん

加
賀
れ
ん
こ
ん
は
、
加
賀
藩
祖
・
前
田
利
家
の
妻

ま
つ
が
好
物
で
、
そ
の
苗
を
金
沢
城
中
に
植
え
た
。

あ
る
い
は
加
賀
藩
５
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
が
尾
張
、

あ
る
い
は
美
濃
か
ら
種
を
持
ち
込
ん
だ
…
…
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
お
盆

の
切
り
花
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
れ
ん
こ
ん
は
、
当
初
、
一
般
的
に
食
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

お
お

ひ

藩
政
時
代
、
大
樋
町
一
帯
（
小
坂
地
区
）
で
栽
培
さ
れ
始
め
、
こ
れ
を
「
大
樋
れ
ん
こ
ん
」
と
呼
ん
だ
。

加
賀
れ
ん
こ
ん
が
食
用
と
し
て
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
始
め
る
の
は
「
小
坂
れ
ん
こ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
明
治

時
代
以
降
で
あ
る
。
富
農
本
岡
三
千
治
・
太
吉
親
子
ら
が
新
品
種
の
導
入
に
力
を
注
い
だ
こ
と
も
あ
り
、

昭
和
以
降
、
日
常
的
に
家
庭
の
食
卓
に
上
る
よ
う
に
な
る
。

れ
ん
こ
ん
は
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
歯
ざ
わ
り
を
生
か
し
て
料
理
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
が
、
加
賀
れ
ん

こ
ん
の
場
合
、
長
い
も
の
よ
う
に
す
り
下
ろ
し
た
時
に
真
価
を
発
揮
す
る
。
そ
の
代
表
例
が
加
賀
料
理
の

節と節の間を短く太く育てる
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「
は
す
蒸
し
」
で
あ
る
。

金
沢
市
尾
山
町
の
老
舗
料
理
屋
「
大
友
楼
」
の
料
理
長
だ
っ
た
萩
村
正
男
さ
ん
が
以
前
、
語
っ
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
す
。

「
加
賀
れ
ん
こ
ん
は
つ
な
ぎ
を
一
切
使
わ
な
く
て
も
、
汁
気
の
絞
り
方
一
つ
で
食
感
を
調
整
で
き
る
。
こ

れ
ほ
ど
使
い
で
の
あ
る
野
菜
は
ほ
か
に
な
い
」

加
賀
れ
ん
こ
ん
の
収
穫
方
法
は
「
く
わ
掘
り
」
と
「
水
掘
り
」
が
あ
り
、
小
坂
れ
ん
こ
ん
は
「
く
わ
掘

り
」
「
泥
つ
き
」
が
伝
統
的
だ
。
そ
の
一
方
、
河
北
潟
で
は
水
圧
を
利
用
し
て
泥
を
ど
け
る
「
水
掘
り
」

が
盛
ん
で
あ
る
。

く
わ
掘
り
は
泥
が
つ
い
て
い
る
た
め
表
面
が
乾

き
に
く
く
、
よ
り
鮮
度
が
保
た
れ
る
と
い
わ
れ
る

が
、
両
方
の
収
穫
方
法
を
手
掛
け
る
金
沢
市
疋
田

町
の
本
誠
一
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
「
収
穫
方
法
は
違

っ
て
も
、
れ
ん
こ
ん
の
品
質
に
な
ん
ら
変
わ
り
は

な
い
」
と
の
こ
と
だ
。

くわ掘りによるれんこん収穫風景
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た

け

の

こ

金
沢
に
お
け
る
た
け
の
こ
栽
培
の
歴
史
は
藩
政
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。

江
戸
中
期
、
加
賀
藩
士
岡
本
右
太
夫
が
江
戸
か
ら
２
株
の
孟
宗
竹
（
モ

ウ
ソ
ウ
チ
ク
）
を
持
ち
帰
り
、
桜
木
町
な
ど
に
植
え
た
の
が
始
ま
り

と
い
う
。
そ
の
後
、
産
地
を
広
げ
、
今
日
で
は
金
沢
の
特
産
品
と
し

て
関
東
、
関
西
で
も
名
高
い
。

た
け
の
こ
に
は
表
年
と
裏
年
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
る
隔
年
結
果

が
あ
る
。
ち
な
み
に
表
年
と
さ
れ
た
平
成
２８
年
（
２
０
１
６
）
の
地
物
た
け
の
こ
の
生
産
量
は
６
２
６
ト

ン
、
裏
年
に
あ
た
る
平
成
２９
年
は
２
２
０
ト
ン
と
い
う
よ
う
に
、
生
産
量
は
大
き
く
異
な
る
。

な
ぜ
、
隔
年
結
果
が
生
じ
る
の
か
。

た
け
の
こ
は
「
親
竹
」
と
呼
ば
れ
る
地
下
茎
の
節
目
か
ら
芽
が
出
る
。
裏
年
、
つ
ま
り
、
不
作
に
な
る

の
は
、
こ
の
親
竹
の
疲
労
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
た
け
の
こ
の
隔
年
結
果
に
は
気
温
や
雨
量
は
関

収穫した直後のたけのこ
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係
な
く
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
同
じ
金
沢
市
で
も
地
域
に
よ
っ
て
表
年
の
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
裏
年
の

と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
た
け
の
こ
は
親
竹
に
よ
っ
て
収
量
や
品
質
に
大
き
な
差
が
出
る
。
そ
こ
で
生
産
者
は
、

親
竹
が
互
い
の
成
長
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
、
「
１
坪
１
本
」
の
割
合
で
親
竹
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
た
け

の
こ
の
生
産
が
最
も
旺
盛
な
親
竹
は
２
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
で
あ
る
た
め
、
伐
採
竹
齢
を
６
年
と
し
、

毎
年
一
定
の
古
竹
を
更
新
し
て
い
る
。

料
理
の
世
界
で
よ
く
使
わ
れ
る
「
旬
」
と
い
う
言
葉
は
１０
日
間
と
い
う
意
味
だ
。
た
け
の
こ
は
そ
の
漢

字
「
筍
」
が
示
す
通
り
、
一
旬
、
１０
日
で
竹
に
な
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
成
長
が
早
い
。

新
鮮
な
た
け
の
こ
の
見
分
け
方
を
伝
授
し
よ
う
。

ポ
イ
ン
ト
は
「
ト
ン
ボ
」
と
呼
ば
れ
る
先
端
部
の
色
に
あ
る
。
こ
こ
が
黄
色
な
ら
ば
掘
り
出
さ
れ
る
ま

で
全
体
が
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
証
拠
。
緑
な
ら
先
端
が
地
面
に
顔
を
出
し
て
い
た
証
拠
で
、
そ
の
分
、

い
さ
さ
か
鮮
度
が
落
ち
る
。
買
い
物
を
す
る
際
は
ト
ン
ボ
部
分
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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加
賀
太
き
ゅ
う
り

「
金
沢
生
ま
れ
の
金
沢
育
ち
」
と
い
う
加
賀
野
菜
は
実
の
と
こ
ろ
、

数
少
な
い
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
太
き
ゅ
う
り
で
あ
る
。

昭
和
初
期
、
金
沢
市
久
安
の
篤
農
家
・
米
林
利
雄
氏
が
縁
故
の
あ

っ
た
福
島
県
の
農
家
か
ら
種
子
を
譲
り
受
け
、
栽
培
し
た
の
が
太
き

ゅ
う
り
の
起
源
だ
。
し
か
し
、
福
島
県
か
ら
導
入
さ
れ
た
き
ゅ
う
り

は
茶
色
で
、
そ
の
上
、
ず
ん
ぐ
り
む
っ
く
り
と
し
た
形
態
だ
っ
た
た

め
、
当
時
は
ほ
と
ん
ど
市
場
に
出
る
こ
と
が
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
自
家
用
と
し
て
煮
物
や
漬
物
に
消
費
さ
れ

て
い
た
。

や
が
て
、
こ
の
き
ゅ
う
り
が
久
安
地
区
の
近
在
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
加
賀
節
成
と
自
然
交
雑
し
た
。
加

賀
節
成
の
青
が
優
性
因
子
だ
っ
た
た
め
、
４
〜
５
年
も
す
る
と
茶
色
い
き
ゅ
う
り
が
青
く
な
っ
て
い
く
。

こ
の
品
種
を
系
統
分
離
し
て
誕
生
し
た
の
が
現
在
の
太
き
ゅ
う
り
で
あ
る
。

たわわに実った加賀太きゅうり
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久
安
地
区
の
市
街
化
が
進
み
、
太
き
ゅ
う
り
の
栽
培
が
困
難
と
な
っ
た
昭
和
４０
年
代
半
ば
以
降
、
産
地

う
つ

ぎ

は
金
沢
市
打
木
地
区
へ
と
移
動
し
、
栽
培
方
法
も
ま
た
、
露
地
栽
培
か
ら
ハ
ウ
ス
栽
培
へ
と
変
わ
っ
て
い

く
。
そ
の
際
、
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
の
が
源
助
だ
い
こ
ん
を
育
成
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
同
地
区
の

篤
農
家
・
松
本
佐
一
郎
氏
で
あ
る
。

打
木
町
は
砂
丘
地
ゆ
え
、
久
安
地
区
と
は
気
候
・
風
土
が
異
な
る
。
そ
こ
で
松
本
佐
一
郎
氏
は
砂
丘
地

で
も
栽
培
で
き
る
よ
う
に
太
き
ゅ
う
り
を
品
種
改
良
し
た
。

地
元
は
も
と
よ
り
、
関
西
市
場
に
も
出
荷
さ
れ
る
太
き
ゅ
う
り
は
平
成
２８
年
（
２
０
１
６
）
、
単
一
品

目
と
し
て
市
場
で
の
売
り
上
げ
が
１
億
円
を
突
破
し
て
い
る
。
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き
ん

じ

そ
う

金
時
草

以
前
、
玉
川
図
書
館
で
古
い
資
料
を
調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
１
枚

の
墨
絵
を
見
つ
け
た
。

ふ
ん
ど
し
一
貫
の
北
前
船
の
船
乗
り
の
向
こ
う
に
水
を
張
っ
た
大

き
な
桶
が
あ
り
、
そ
こ
に
植
物
が
た
く
さ
ん
差
し
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
絵
を
見
た
瞬
間
、
私
の
脳
裏
を
こ
ん
な
考
え
が
よ
ぎ

っ
た
も
の
だ
。

―
―
こ
れ
は
金
時
草
だ
な
。

船
乗
り
た
ち
が
お
ひ
た
し
に
し
た
の
か
、
み
そ
汁
の
具
に
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
長
い

船
旅
の
途
中
、
金
時
草
が
格
好
の
ビ
タ
ミ
ン
補
給
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

色鮮やかで大きな葉は生産者の技のたまもの
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す
い
ぜ
ん

じ

な

金
時
草
の
ル
ー
ツ
は
熊
本
県
の
水
前
寺
菜
で
あ
る
。

水
前
寺
菜
は
藩
政
時
代
、
熊
本
か
ら
下
関
を
通
り
、
途
中
、
境
港
と
若
狭
を
経
由
し
て
金
沢
大
野
港
に

や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
北
前
船
の
船
乗
り
た
ち
は
荷
下
ろ
し
の
手
伝
い
に
き
た
地
元
の
女
性
た
ち
に
こ

う
告
げ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
お
ば
さ
ん
、
こ
れ
は
南
方
の
野
菜
だ
。
葉
に
ぬ
め
り
が
あ
っ
て
、
酢
の
物
に
す
る
と
お
い
し
い
ぞ
。
た

だ
し
、
種
が
採
れ
な
い
か
ら
挿
し
木
で
増
や
し
て
い
く
し
か
な
い
」

冬
場
は
も
み
殻
か
藁
で
保
温
す
る
。

こ
れ
が
北
陸
の
地
で
見
事
に
活
着
し
た
。

北
陸
の
気
候
、
気
温
差
、
酸
度
の
強
い
土
壌
に
よ
っ
て
紫
色
の
発
色
が
よ
く
、
水
前
寺
菜
と
は
違
う
野

菜
に
変
身
し
た
の
で
あ
る
。

今
や
加
賀
野
菜
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
の
金
時
草
だ
が
、
こ
れ
が
商
品
と
し
て
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
せ

い
ぜ
い
昭
和
５０
年
代
以
降
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
以
前
は
大
野
、
安
原
と
い
っ
た
一
部
地
域
で
の
み

食
さ
れ
る
だ
け
で
、
多
く
の
人
は
口
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

手
前
み
そ
に
な
る
が
、
金
時
草
の
市
民
権
獲
得
に
一
役
買
っ
た
の
は
加
賀
野
菜
保
存
懇
話
会
で
あ
る
と

第二章 金沢の伝統野菜 珠玉の物語

65

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

東
京
の
高
級
料
亭
で
も
高
い
支
持
を
得
る
金
時
草
の
色
素
に
着
目
し
、
こ
れ
を
料
理
に
用
い
た
最
初
の

料
理
人
は
道
場
六
三
郎
氏
で
あ
る
。

い
ま
か
ら
２０
年
ほ
ど
前
、
道
場
氏
が
金
時
草
の
色
素
を
用
い
て
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
を
作
っ
た
。
い
ま
で
こ

そ
、
「
金
時
草
ま
ん
じ
ゅ
う
」
「
金
時
草
そ
う
め
ん
」
な
ど
金
時
草
の
色
素
を
使
っ
た
多
彩
な
用
途
が
定

着
し
た
が
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
名
料
理
人
・
道
場
氏
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
金
時
草
の
命
名
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
名
前
を
だ
れ
が
ネ

ー
ミ
ン
グ
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
加
賀
野
菜
を
め
ぐ
る
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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加
賀
つ
る
ま
め

石
川
県
で
は
「
つ
る
ま
め
」
と
呼
ぶ
が
、
同
じ
も
の

が
京
都
に
行
く
と
「
ふ
じ
ま
め
」
、
愛
知
に
行
く
と
「
千

石
ま
め
」
と
な
る
。
正
式
な
和
名
は
「
ふ
じ
ま
め
」
で
、

１
本
の
木
か
ら
た
く
さ
ん
採
れ
る
こ
と
か
ら
「
千
石
ま

め
」
と
呼
ば
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
金
沢
で
は
「
だ
ら
（
馬
鹿
）
」
ほ
ど
採
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
「
だ

ら
ま
め
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
「
八
升
ま
め
」
「
ト
ウ
マ
メ
」
「
源
氏
ま
め
」
と
呼
ぶ
地
域
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
野
菜
な
の
に
、
な
ぜ
か
呼
び
名
が
違
う
。

し
か
も
、
加
賀
、
富
山
、
京
都
、
愛
知
、
飛
騨
、
美
濃
の
伝
統
野
菜
を
除
く
と
、
全
国
ど
こ
に
も
つ
る

ま
め
を
食
べ
る
食
文
化
、
習
慣
が
あ
ま
り
な
い
。
ど
う
し
て
、
他
の
土
地
で
定
着
し
な
か
っ
た
の
か
、
ま

っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
金
時
草
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
同
様
、
加
賀
野
菜
に
ま
つ
わ
る
ミ
ス
テ
リ
ー
の
１
つ
で
あ
る
。

つ
る
ま
め
の
煮
物
は
「
な
す
の
オ
ラ
ン
ダ
煮
」
と
と
も
に
、
金
沢
の
夏
を
代
表
す
る
味
覚
で
あ
る
。

「だらまめ」とも言われる加賀つるまめ
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ヘ
タ
紫
な
す

な
す
の
形
態
に
は
長
な
す
・
中
長
な
す
・
卵
形
な
す
・

小
な
す
と
い
っ
た
種
類
が
あ
り
、
金
沢
か
ら
以
北
の
日

本
海
沿
い
は
金
沢
の
ヘ
タ
紫
な
す
、
新
潟
県
の
十
全
な

す
と
い
っ
た
小
な
す
が
主
流
だ
。
他
方
、
宮
城
県
で
は

仙
台
長
な
す
、
関
東
は
中
長
な
す
、
九
州
は
博
多
長
な
す
と
、
な
す
は
そ
の
土
地
の
食
文
化
に
よ
っ
て
形

態
を
異
に
す
る
。

ヘ
タ
紫
な
す
の
ル
ー
ツ
は
お
そ
ら
く
京
都
で
あ
る
。

京
都
か
ら
北
国
街
道
を
た
ど
っ
て
、
金
沢
に
や
っ
て
き
た
。
金
沢
で
最
初
に
ヘ
タ
紫
な
す
が
栽
培
さ
れ

た
の
は
泉
地
区
で
あ
る
。
そ
の
後
、
よ
り
水
は
け
が
よ
く
て
し
か
も
保
水
性
の
よ
い
土
地
と
い
う
こ
と
で

犀
川
流
域
の
涌
波
・
崎
浦
地
区
で
栽
培
さ
れ
、
一
気
に
生
産
量
を
増
や
し
て
い
く
。

最
盛
期
は
昭
和
４０
年
代
後
半
で
、
次
第
に
ヘ
タ
紫
な
す
は
衰
微
し
て
い
く
。

金沢の漬物に欠かせないヘタ紫なす
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そ
の
理
由
は
食
文
化
の
変
化
と
い
う
ほ
か
な
い
。

ヘ
タ
紫
な
す
は
も
っ
ぱ
ら
一
夜
漬
け
に
用
い
ら
れ
た
が
、
朝
食
に
パ
ン
を
食
べ
る
こ
と
が
定
着
し
、
な

す
の
消
費
量
が
激
減
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
何
し
ろ
生
産
者
自
身
、
な
す
を
作
る
傍
ら
、
朝
食
に
は
パ
ン

と
コ
ー
ヒ
ー
を
い
た
だ
く
時
代
な
の
で
あ
る
。

ヘ
タ
紫
な
す
は
や
が
て
病
気
に
強
く
、
ど
こ
で
も
栽
培
で
き
る
交
配
種
の
な
す
に
押
さ
れ
て
い
く
。
生

産
者
も
わ
ず
か
と
な
り
、
高
齢
化
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
、
祖
父
の
志
を
継
い
だ
若
い
女
性
が

平
成
２８
年
（
２
０
１
６
）
か
ら
就
農
し
、
名
人
に
教
え
を
乞
い
な
が
ら
栽
培
を
始
め
た
そ
う
だ
。
ヘ
タ
紫

な
す
栽
培
の
知
恵
や
技
が
、
次
の
世
代
へ
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
を
う
れ
し
く
思
う
。

金
沢
の
夏
の
郷
土
料
理
に
、
や
や
大
き
め
の
ヘ
タ
紫
な
す
と
そ
う
め
ん
を
取
り
合
わ
せ
た
料
理
が
あ
る
。

「
な
す
と
そ
う
め
ん
の
煮
物
」
や
「
な
す
そ
う
め
ん
」
と
呼
ば
れ
る
家
庭
料
理
で
、
濃
い
め
の
だ
し
で
炊

い
た
な
す
に
そ
う
め
ん
を
入
れ
、
ひ
と
煮
立
ち
さ
せ
た
も
の
。
全
国
的
に
見
て
も
珍
し
い
組
み
合
わ
せ
で

あ
る
。
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源
助
だ
い
こ
ん

関
東
の
大
根
は
真
っ
白
い
白
首
大
根
が
主
流
で
、
代
表
的

な
も
の
に
練
馬
大
根
、
三
浦
大
根
、
理
想
大
根
な
ど
が
あ
る
。

一
方
、
中
部
で
は
古
く
か
ら
青
首
大
根
が
好
ま
れ
、
石
川

県
に
は
明
治
初
期
か
ら
青
首
大
根
系
の
愛
知
県
産
・
宮
重
大

根
が
導
入
さ
れ
、
栽
培
の
８０
％
を
占
め
て
い
た
。

あ
る
時
、
漬
物
屋
が
「
白
首
大
根
が
風
味
が
あ
っ
て
お
い

し
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
種
を
取
り
寄
せ
て
一
部
で
栽
培
を
始
め
た
。
す
る
と
青
首
大
根
と
白
首
大
根

が
交
雑
し
、
そ
の
結
果
、
根
が
白
く
、
首
の
部
分
が
青
く
、
短
形
の
大
根
が
生
ま
れ
て
き
た
。

こ
れ
を
も
と
に
「
源
助
だ
い
こ
ん
」
を
開
発
し
た
の
が
、
松
本
佐
一
郎
氏
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
な
っ
た
の
が
宮
重
大
根
の
生
産
者
で
あ
る
井
上
源
助
氏
だ
っ
た
。
昭
和
１７
年

（
１
９
４
２
）
ご
ろ
確
立
さ
れ
た
源
助
だ
い
こ
ん
の
名
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
井
上
源
助
氏
に
由
来
す
る
。

きめが細かく肌が白い源助だいこん
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肉
質
の
柔
ら
か
い
源
助
だ
い
こ
ん
は
大
阪
を
は
じ

め
、
関
西
市
場
で
「
お
で
ん
の
具
」
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
て
出
荷
量
が
増
え
た
。

し
か
し
、
そ
の
出
荷
時
期
は
１０
〜
１１
月
上
旬
と
短

す

く
、
１１
月
下
旬
に
な
る
と
早
く
も
鬆
入
り
し
て
商
品

に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
種
ま
き
を
遅
ら
せ
る
、
あ
る

い
は
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
抑
制
栽
培
に
よ
っ
て
出

荷
時
期
を
２
月
上
旬
ご
ろ
ま
で
遅
ら
せ
る
こ
と
に
成

功
し
た
。

源
助
だ
い
こ
ん
の
品
質
は
申
し
分
が
な
い
。

し
か
し
、
弱
点
も
あ
っ
た
。

収
穫
の
際
、
形
が
そ
ろ
わ
な
い
も
の
が
多
く
出
て

し
ま
う
の
だ
。
農
家
と
し
て
は
売
れ
残
り
が
多
い
と

収
益
は
上
が
ら
な
い
。
そ
の
た
め
安
定
し
た
生
産
が

金沢ならではの大根料理

およごし……北陸一帯秋、冬の食卓に必ず登場する。真白の大根をゆ

で上げ、熱々の輪切りにゴマ味噌、ゆず味噌を添える。まさに「純

白を汚す」からおよごしといわれる。緑の美しい青葉をあえもの

にすることも同義と思われる。「お汚し！！」先人は何と雅な表

現をしたのだろう。

おくもじ……大根の漬物を薄く短冊切りし、葉っぱも添えて煮た塩味

の素朴な煮物をいう。おそらく仏事の後の食事での料理の一品か
お く も じ

と思われる。「御供物事」と書いて仏さまへのお供えもののおさ

がりものという意味か。今時でも老人家庭では好んで作られてい

る。我が家でも。
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見
込
め
る
大
根
の
方
が
よ
い
、
と
次
第
に
交
配
種
の
大
根
に
軸
足
が
移
っ
て
い
く
。

源
助
だ
い
こ
ん
の
名
前
の
由
来
と
も
な
っ
た
井
上
源
助
氏
は
「
生
で
食
べ
な
い
と
野
菜
の
本
当
の
味
は

わ
か
ら
な
い
」
と
、
大
根
を
生
か
じ
り
し
て
味
見
し
た
。
源
助
だ
い
こ
ん
の
開
発
に
情
熱
を
燃
や
し
た
氏

の
口
ぐ
せ
は
「
味
の
な
い
交
配
種
の
大
根
な
ど
、
大
根
で
は
な
い
」
で
あ
っ
た
。
私
は
井
上
氏
の
晩
年
に

お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。



72

せ

り

「
春
の
七
草
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
正
月
の
食

も
ろ

え

卓
に
も
欠
か
せ
な
い
せ
り
は
金
沢
で
は
諸
江
産
が

名
高
い
が
、
も
と
も
と
明
治
時
代
ま
で
は
上
安
江
・

下
安
江
の
方
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
安

江
よ
り
も
諸
江
の
方
が
湧
き
水
に
恵
ま
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
次
第
に
現
在
の
産
地
へ
と
移
動
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

せ
り
の
栽
培
に
は
清
冽
な
湧
き
水
が
欠
か
せ
な
い
。
諸
江
地
区
は
浅
野
川
の
伏
流
水
に
よ
っ
て
湧
き
水

が
豊
富
で
、
「
水
が
命
」
と
も
い
え
る
せ
り
の
栽
培
に
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
諸
江
の
せ
り
は
茎
が
細

く
、
ま
た
、
香
り
も
よ
い
こ
と
か
ら
、
い
ま
も
高
い
人
気
を
誇
っ
て
い
る
。

せ
り
は
春
か
ら
８
月
に
か
け
て
苗
を
育
て
、
大
き
く
な
っ
た
も
の
を
い
っ
た
ん
、
苗
場
か
ら
抜
き
、
１

週
間
ほ
ど
堆
積
し
、
各
節
か
ら
発
芽
を
促
す
。
そ
し
て
新
芽
が
現
れ
た
も
の
を
せ
り
田
に
植
え
付
け
、
水

真冬でも湧き水は意外に温かい
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管
理
を
行
い
な
が
ら
栽
培
し
て
い
く
。
そ
し
て
１１
月
か
ら
翌
年
３
月
に
か
け
て
収
穫
す
る
の
で
あ
る
。

諸
江
の
せ
り
の
最
盛
期
は
昭
和
３０
年
代
か
ら
昭
和
５０
年
ご
ろ
と
い
う
。
そ
れ
以
降
、
生
産
者
の
高
齢
化

と
後
継
者
不
足
、
さ
ら
に
栽
培
地
の
都
市
化
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
少
し
ず
つ
生
産
量
を
落
と
し
て
い
っ

た
。
現
在
の
年
間
生
産
量
は
お
よ
そ
１
ト
ン
。
生
産
者
の
数
は
最
盛
期
に
比
べ
る
と
、
１０
分
の
１
程
度
に

ま
で
減
っ
た
、
と
も
聞
く
。

昭
和
４０
年
代
以
降
、
湧
き
水
が
減
っ
て
き
た
た
め
、
生
産
者
は
今
日
、
深
い
井
戸
を
掘
っ
て
電
気
ポ
ン

プ
で
く
み
上
げ
た
水
を
使
っ
て
い
る
。
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う
つ

ぎ

あ
か

が
わ

あ
ま

ぐ
り

打
木
赤
皮
甘
栗
か
ぼ
ち
ゃ

打
木
赤
皮
甘
栗
か
ぼ
ち
ゃ
の
ル
ー
ツ
も
、
太
き
ゅ
う
り
同
様
、
福

島
県
で
あ
る
。
農
業
に
対
す
る
好
奇
心
が
旺
盛
で
、
た
く
さ
ん
の
素

材
を
持
つ
福
島
県
は
「
日
本
の
デ
ン
マ
ー
ク
」
と
い
っ
て
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
福
島
県
会
津
地
方
か
ら
昭
和
初
期
、
種
を
導
入
し

た
の
が
太
き
ゅ
う
り
の
項
で
も
名
前
の
出
た
松
本
佐
一
郎
氏
だ
っ
た
。

こ
の
時
の
か
ぼ
ち
ゃ
は
洋
種
か
ぼ
ち
ゃ
で
あ
る
。

当
時
、
人
々
が
食
し
て
い
た
の
は
日
本
か
ぼ
ち
ゃ
で
、
形
も
色
も
悪
い
洋
種
系
は
む
し
ろ
家
畜
の
エ
サ

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
。

松
本
佐
一
郎
氏
は
着
果
性
、
色
の
よ
い
洋
種
か
ぼ
ち
ゃ
に
着
目
、
こ
れ
を
選
抜
し
て
育
成
し
、
１０
年
ほ

ど
の
歳
月
を
費
や
し
苦
労
を
重
ね
て
打
木
赤
皮
甘
栗
か
ぼ
ち
ゃ
を
完
成
さ
せ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
洋
種
か
ぼ
ち
ゃ
だ
っ
た
の
か
。

西洋料理の食材としても注目されている
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古
く
か
ら
冬
至
に
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
る
風
習
が
あ
り
、
こ
の
日
に
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
る
と
「
病
気
に
な

ら
な
い
」
「
中
風
に
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
、
秋
に
収
穫
さ
れ
た
日
本
か
ぼ
ち
ゃ
は
腐
っ
て
食
べ
ら
れ
な
い
。

そ
の
点
、
日
持
ち
し
た
の
が
西
洋
か
ぼ
ち
ゃ
で
あ
っ
た
。
事
実
、
打
木
赤
皮
甘
栗
か
ぼ
ち
ゃ
は
、
新
聞

紙
に
く
る
ん
で
台
所
に
置
い
て
お
く
と
、
１２
月
ま
で
楽
に
保
存
で
き
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
か
ぼ
ち
ゃ
に
も
難
点
は
あ
っ
た
。

肉
質
が
い
さ
さ
か
柔
ら
か
い
の
だ
。
鮮
や
か
な
色
合
い
を
見
せ
る
天
ぷ
ら
な
ら
よ
い
が
、
ホ
ク
ホ
ク
し

た
肉
質
を
好
む
関
東
の
人
に
は
打
木
赤
皮
甘
栗
か
ぼ
ち
ゃ
は
い
さ
さ
か
水
っ
ぽ
い
。
そ
の
点
が
爆
発
的
に

売
れ
な
い
要
因
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
十
数
年
前
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
シ
ェ
フ
、
三
國
清
三
氏
が
打
木
赤
皮
甘
栗
か
ぼ
ち
ゃ
の
中
身
を

く
り
だ
し
、
肉
料
理
や
パ
ン
プ
キ
ン
ス
ー
プ
に
使
う
よ
う
に
な
っ
て
市
場
か
ら
引
き
合
い
が
増
え
始
め
た
。
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赤
ず
い
き

里
芋
の
く
き
を
「
ず
い
き
」
と
呼
び
、
緑
色
か
ら
赤
紫
色
ま
で
い

ろ
い
ろ
あ
る
が
、
石
川
県
で
は
赤
ず
い
き
が
多
い
。
金
沢
に
お
け
る

発
祥
地
は
泉
地
区
で
、
か
つ
て
金
沢
の
生
産
量
の
８０
％
の
赤
ず
い
き

が
こ
の
地
で
栽
培
さ
れ
た
。

往
時
の
赤
ず
い
き
は
直
径
１５
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
る
巨
大
な
も
の
で
、

昔
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
出
荷
し
た
。
ほ
ど
よ
い
、
イ
ガ
イ
ガ
し
た
の

ど
越
し
が
人
々
に
好
ま
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
里
芋
の
青
い
茎
は
食
用
に
な
ら
な
い
。

さ
て
、
赤
ず
い
き
だ
が
昭
和
５０
年
代
も
後
半
に
な
る
と
、
あ
ま
り
に
巨
大
過
ぎ
て
料
理
屋
で
も
持
て
余

し
気
味
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
核
家
族
化
が
進
ん
だ
一
般
家
庭
で
も
そ
の
傾
向
は
著
し
い
。
固
い
外
皮
を
む

か
な
い
と
食
せ
な
い
性
質
も
敬
遠
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
巨
大
な
赤
ず
い
き
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
今
日
の
「
赤
ず
い
き
」
で
あ
る
。
名
称
は
同
じ

赤ずいきは太い茎を食べる
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だ
が
、
正
式
な
名
前
は
「
八
つ
頭
い
も
」
で
、
異
品
種
で
あ
る
。
従
来
の
赤
ず
い
き
と
は
似
て
も
似
つ
か

な
い
も
の
だ
が
、
手
ご
ろ
な
大
き
さ
、
皮
を
む
か
な
く
て
も
ゆ
で
て
食
べ
ら
れ
る
手
軽
さ
が
評
価
さ
れ
、

赤
ず
い
き
と
し
て
市
場
に
定
着
し
た
。

本
物
の
赤
ず
い
き
は
成
長
す
る
と
身
の
丈
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
り
、
そ
の
畑
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て

か
く
れ
ん
ぼ
や
鬼
ご
っ
こ
な
ど
、
格
好
の
遊
び
場
と
な
っ
た
。

む
ろ
ん
、
そ
の
光
景
は
い
ま
は
な
い
。
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く

わ

い

く
わ
い
栽
培
の
始
ま
り
は
れ
ん
こ
ん
同
様
、
加
賀
藩
５
代
藩
主
・

前
田
綱
紀
の
頃
と
い
う
。

大
正
時
代
か
ら
市
場
に
出
回
り
始
め
、
最
盛
期
の
昭
和
２０
〜
３０
年

代
に
は
金
沢
市
御
所
町
を
中
心
に
か
な
り
の
面
積
で
栽
培
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。
古
く
か
ら
「
芽
が
出
る
」
と
い
う
こ
と
で
お
祝
い
料
理

に
重
宝
さ
れ
、
と
り
わ
け
正
月
の
お
せ
ち
料
理
に
欠
か
せ
な
い
食
材

と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
。

く
わ
い
を
８０
年
以
上
作
ら
れ
た
と
い
う
御
所
町
の
故
人
東
川
三
郎
さ
ん
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
く

れ
た
。

「
農
家
の
主
は
昔
、
息
子
に
山
間
の
貧
地
を
『
し
ん
が
い
田
』
と
し
て
与
え
、
く
わ
い
を
栽
培
さ
せ
、
そ

の
収
入
を
小
遣
い
銭
と
さ
せ
た
も
の
で
す
よ
」

丁寧に掘り出されたくわい
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最
盛
期
、
御
所
・
小
坂
町
の
生
産
農
家
は
３０
軒
を
数
え
た
が
、
現
在
は
数
軒
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
理
由
は
手
間
が
か
か
っ
て
大
量
生
産
で
き
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
最
大
の
理
由
は
、
収
穫
時
の
重

労
働
に
あ
る
。
同
じ
湿
田
で
作
ら
れ
る
作
物
で
あ
っ
て
も
、
れ
ん
こ
ん
は
く
わ
を
使
え
る
が
、
く
わ
い
は

す
べ
て
手
作
業
な
の
で
あ
る
。

生
産
者
は
ひ
ざ
ま
で
泥
に
つ
け
、
手
を
使
っ
て
一
つ
ず
つ
、
く
わ
い
に
傷
を
つ
け
な
い
よ
う
、
丁
寧
に

掘
り
出
し
て
い
く
。
く
わ
い
掘
り
で
一
人
前
に
な
る
に
は
、
少
な
く
と
も
１０
年
は
か
か
る
と
も
い
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
だ
ろ
う
か
、
れ
ん
こ
ん
の
生
産
農
家
で
さ
え
、
「
く
わ
い
づ
く
り
は
骨
が
折
れ
る
」
と
敬
遠
す

る
人
が
多
い
と
い
う
。

すべてが手作業で重労働となる

くわいの収穫
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金
沢
一
本
太
ね
ぎ

ね
ぎ
は
大
き
く
分
け
る
と
根
深
ね
ぎ
（
白
ね
ぎ
）
、
葉
ね
ぎ
（
青

ね
ぎ
）
の
２
種
類
が
あ
る
が
、
滋
賀
県
を
境
に
し
て
北
は
ね
ぎ
の
白

い
部
分
を
食
べ
る
根
深
ね
ぎ
。
一
方
、
西
と
南
は
ね
ぎ
の
青
い
部
分

を
食
べ
る
葉
ね
ぎ
が
主
流
と
い
う
食
文
化
の
違
い
が
あ
る
。
金
沢
一

本
太
ね
ぎ
は
根
深
ね
ぎ
の
一
種
で
、
長
野
の
松
本
一
本
太
ね
ぎ
も
同

系
統
で
あ
る
。

金
沢
一
本
太
ね
ぎ
は
日
本
の
冬
ね
ぎ
の
代
表
的
な
品
種
で
、
か
つ
て
は
東
北
地
方
の
岩
手
県
や
秋
田
県

は
も
と
よ
り
、
北
海
道
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

ぶ
ん
け
つ

し
か
し
戦
後
、
金
沢
一
本
太
ね
ぎ
の
分
蘖
が
行
わ
れ
、
ね
ぎ
が
細
く
な
っ
て
い
く
。
と
い
う
の
も
金
沢

一
本
太
ね
ぎ
は
風
に
折
れ
や
す
く
、
ま
た
箱
詰
め
す
る
際
、
カ
ッ
ト
の
手
間
が
か
か
る
こ
と
が
嫌
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

風に折れやすい金沢一本太ねぎ
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そ
こ
で
品
種
改
良
が
行
わ
れ
、
「
風
に
も
負
け
ず
雪
に
も
負
け
な
い
」
繊
維
質
の
固
い
ね
ぎ
が
生
ま
れ

て
い
く
。

そ
の
結
果
、
す
き
焼
き
に
入
れ
て
も
最
後
ま
で
柔
ら
か
く
な
ら
な
い
ね
ぎ
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
ま
る

で
太
鼓
の
ば
ち
の
よ
う
な
ね
ぎ
で
あ
る
。

若
い
主
婦
た
ち
は
現
在
の
ね
ぎ
を
見
て
「
ま
あ
、
き
れ
い
な
ね
ぎ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
金
沢
一
本
太

ね
ぎ
を
知
る
人
は
「
こ
ん
な
固
い
ね
ぎ
は
、
ね
ぎ
で
は
な
い
」
と
い
う
。
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二
塚
か
ら
し
な

小
松
菜
、
壬
生
菜
、
く
き
た
ち
な
な
ど
と
同
じ
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
ツ

ケ
ナ
類
に
含
ま
れ
る
こ
の
か
ら
し
な
の
発
祥
地
は
松
任
（
現
白
山

市
）
だ
が
、
次
第
に
金
沢
市
二
塚
地
区
な
ど
に
北
上
し
て
い
っ
た
。

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
の
促
成
栽
培
が
で
き
な
か
っ
た
戦
前
か
ら

昭
和
３０
年
代
に
か
け
て
、
お
も
に
水
田
の
裏
作
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
。

８
月
下
旬
か
ら
９
月
の
稲
刈
り
後
、
か
ら
し
な
の
種
を
レ
ン
ゲ
ソ
ウ

と
一
緒
に
緑
肥
作
り
と
し
て
ま
く
と
、
春
先
に
芽
吹
く
。
無
肥
料
で
栽
培
す
る
と
、
一
層
辛
み
が
増
す
特

徴
が
あ
り
、
も
と
も
と
は
農
家
の
自
家
消
費
用
で
、
出
荷
さ
れ
る
野
菜
で
は
な
か
っ
た
。

農
業
の
機
械
化
や
化
学
肥
料
の
開
発
、
専
業
農
家
の
減
少
で
、
次
第
に
消
え
て
い
っ
た
が
、
そ
の
味
を

懐
か
し
む
人
が
多
く
、
二
塚
地
区
で
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。

か
ら
し
な
は
ワ
サ
ビ
に
似
た
ピ
リ
ッ
と
し
た
辛
み
と
、
ツ
ン
と
鼻
を
突
く
香
味
に
特
徴
が
あ
る
が
、「
二

水田の裏作として作られていた
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塚
か
ら
し
な
を
調
理
し
た
が
、
あ
ま
り
辛
く
な
い
」
と
い
っ
た
声
を
よ
く
聞
く
。

実
は
、
か
ら
し
な
は
加
熱
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
辛
み
が
消
え
て
し
ま
う
調
理
の
難
し
い
野
菜
な
の
だ
。

そ
の
コ
ツ
を
知
ら
ず
に
調
理
す
る
と
、
「
か
ら
し
な
の
お
ひ
た
し
」
の
は
ず
が
普
通
の
菜
っ
葉
の
お
ひ
た

し
に
な
っ
て
し
ま
う
。

昔
の
女
性
は
か
ら
し
な
の
茹
で
方
を
知
っ
て
い
た
も
の
だ
が
、
今
日
の
主
婦
た
ち
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

若
い
人
に
広
く
食
べ
て
も
ら
う
に
は
、
新
た
な
調
理
法
の
考
案
も
必
要
だ
ろ
う
。
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金
沢
春
菊

春
菊
は
そ
の
名
の
通
り
、
春
に
花
を
咲
か
せ
る
キ

ク
科
の
野
菜
で
あ
る
。
関
東
で
「
春
菊
」
、
関
西
で

「
菊
菜
」
、
金
沢
で
は
「
端
白
（
つ
ま
じ
ろ
・
つ
ま

し
ろ
）
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
称
は
数
多
い
。

原
産
地
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
く
か
ら
観
賞
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
た
。
日
本
へ
は
室
町
時
代
以
前

に
渡
来
、
石
川
県
へ
入
っ
て
き
た
の
は
加
賀
藩
５
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
産
業

の
隆
盛
を
企
図
し
、
農
業
の
育
成
に
力
を
入
れ
た
綱
紀
の
時
代
、
多
く
の
野
菜
が
栽
培
さ
れ
始
め
た
。
春

菊
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
春
菊
に
は
大
葉
、
中
葉
、
小
葉
の
３
つ
の
品
種
が
あ
り
、
金
沢
春
菊
は
葉
の

切
れ
込
み
の
浅
い
大
葉
種
に
分
類
さ
れ
る
。

一
時
期
、
栽
培
面
積
が
減
少
し
た
が
、
若
い
生
産
者
が
取
り
組
み
始
め
、
徐
々
に
出
荷
量
も
回
復
し
て

い
る
。

金沢春菊は葉の切れ込みが浅い大葉種
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明
日
の
加
賀
野
菜
候
補

【
加
賀
白
菜
】

金
沢
の
伝
統
野
菜
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
私
の
思
い
入
れ
が
深
い
の
が
、
こ
の
加
賀
白
菜
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
明
治
時
代
以
降
、
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
白
菜
を
改
良
し
、
晩
生
の
加
賀
白
菜
を
開

発
し
た
の
が
４
代
目
・
松
下
仁
右
衛
門
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

白
菜
は
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
日
本
の
兵
士
が
中
国
大
陸
で
初
め
て
白
菜
を
食
べ
、
そ
の
味
に
感
心
し

た
こ
と
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
大
根
と
並
ぶ
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
野
菜
だ
け
に
、
古
く
か
ら
日
本
に
存
在
し

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
白
菜
は
明
治
時
代
に
日
本
に
到
来
し
た
歴
史
の
新
し
い
野
菜
で
あ
る
。

当
初
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
白
菜
は
球
に
な
ら
な
い
品
種
が
普
通
だ
っ
た
。

こ
れ
を
も
と
に
、
石
川
県
の
４
代
目
・
松
下
仁
右
衛
門
を
は
じ
め
、
宮
城
県
の
渡
辺
、
愛
知
県
の
野
崎

の
民
間
人
３
人
が
同
時
期
に
そ
ろ
っ
て
研
究
を
始
め
、
そ
れ
ぞ
れ
晩
生
・
中
生
・
早
生
系
の
、
日
本
の
白
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菜
を
代
表
す
る
３
大
品
種
を
作
り
出
し
て
い
く
。
こ
の
３
人
は
昭
和
１６
年
（
１
９
４
１
）
、
そ
の
功
績
に

よ
っ
て
国
か
ら
表
彰
を
受
け
て
い
る
。

日
本
で
同
時
期
に
生
ま
れ
た
３
種
類
の
白
菜
の
う
ち
、
晩
生
系
の
加
賀
白
菜
は
他
の
２
種
類
に
比
べ
、

巨
大
で
甘
み
が
強
く
、
歯
切
れ
が
よ
い
。
全
国
に
流
通
す
る
白
菜
の
種
の
３０
〜
３５
％
を
占
め
る
評
価
の
高

い
野
菜
だ
。

３
月
ご
ろ
ま
で
日
持
ち
し
、
漬
物
や
煮
物
、
生
食
と
用
途
が
幅
広
い
こ
と
に
も
特
徴
が
あ
る
。

種
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
は
金
沢
市
緑
が
丘
、
泉
野
出
町
、
泉
野
、
泉
が
丘
地
区
で
、
栽
培
面
積
は
２０

町
歩
（
６
万
坪
）
に
達
し
た
。

４
月
下
旬
、
大
乗
寺
山
か
ら
麓
を
見
下
ろ
す
と
、
菜
の
花
畑
の
よ
う
な
黄
色
い
畑
が
あ
た
り
一
面
に
広

が
っ
て
い
た
。
白
菜
の
種
は
全
国
に
出
荷
さ
れ
、
一
部
は
中
国
大
陸
に
も
輸
出
さ
れ
て
い
た
。

白
菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
は
松
任
（
現
・
白
山
市
）
近
郊
の
１０
町
歩
（
３
万
坪
）
で
あ
る
。
あ
ら
か

じ
め
作
っ
て
お
い
た
白
菜
の
苗
を
定
植
す
る
の
は
８
月
下
旬
、
稲
刈
り
を
終
え
て
か
ら
。
水
田
の
裏
作
と

し
て
栽
培
さ
れ
た
わ
け
だ
。
収
穫
は
１１
月
上
旬
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
時
期
、
松
任
駅
か
ら
毎
朝
、
膨
大

な
量
の
白
菜
が
貨
車
に
載
せ
ら
れ
関
西
方
面
に
運
ば
れ
て
い
っ
た
。
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だ
が
、
核
家
族
化
が
進
ん
だ
昭
和
４０
年
代
中
ご
ろ

か
ら
、
「
加
賀
白
菜
で
は
大
き
過
ぎ
る
。
も
っ
と
コ

ン
パ
ク
ト
な
白
菜
は
な
い
か
」
と
、
市
場
の
需
要
が

中
型
の
白
菜
へ
と
移
行
し
て
い
く
。

や
が
て
加
賀
白
菜
は
そ
ろ
い
が
よ
く
、
輸
送
性
に

富
む
交
配
種
の
白
菜
に
押
さ
れ
、
昭
和
５０
年
代
に
は

関
西
へ
の
出
荷
が
な
く
な
っ
て
地
元
に
供
給
す
る
だ

け
に
な
る
。

一
方
、
種
の
生
産
地
も
都
市
化
、
住
宅
地
化
が
進
み
、
栽
培
す
る
環
境
で
は
な
く
な
っ
た
。
同
時
に
他

の
十
字
花
科
植
物
と
交
雑
す
る
恐
れ
が
出
た
た
め
、
種
の
生
産
が
中
止
さ
れ
た
の
は
昭
和
５２
年

（
１
９
７
７
）
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

加
賀
白
菜
に
関
し
て
、
こ
ん
な
余
談
が
あ
る
。

京
都
の
と
あ
る
種
苗
会
社
が
昔
、
加
賀
白
菜
の
種
を
自
社
ブ
ラ
ン
ド
「
京
都
３
号
」
と
し
て
全
国
に
販

売
し
た
。
一
般
の
人
に
は
加
賀
白
菜
と
京
都
３
号
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
は
分
か
ら
な
い
。
松
下
種
苗

加賀白菜の原種の選抜（昭和２５年）
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店
で
も
地
元
の
人
か
ら
、

「
京
都
３
号
は
素
晴
ら
し
い
そ
う
だ
。
ぜ
ひ
そ
の
種
を
取
り
寄
せ
て
ほ
し
い
」

と
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

私
は
何
も
い
わ
ず
、
加
賀
白
菜
の
種
を
そ
の
人
に
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。

ふ

し

な

り

【
加
賀
節
成
き
ゅ
う
り
】

「
節
成
」
と
は
葉
の
脇
に
着
果
す
る
こ
と
を
い
う
。
節
成
き
ゅ
う
り
は
着
果
性
が
高
く
、
固
定
種
の
中
で

抜
群
の
豊
産
種
で
あ
る
。
低
温
に
強
く
、
北
は
北
海
道
旭
川
ま
で
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
賀
節
成
の
ル
ー
ツ
は
定
か
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
藩
政
時
代
か
ら
、
金
沢
周
辺
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
短
い
も
の
、

細
い
も
の
、
く
び
れ
た
も
の
と
品
種
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
、
そ
こ
で
明
治
２０
年
代
、
系
統
分
離
を
行
っ
て
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安
定
し
た
品
種
に
選
抜
育
成
し
た
。

こ
れ
を
契
機
に
加
賀
節
成
は
一
般
家
庭
で
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
食
糧
事
情
の
悪
い
戦

後
、
豊
産
種
と
い
う
特
徴
も
手
伝
っ
て
、
全
国
で
栽
培
が
普
及
し
て
い
く
。
そ
の
一
方
、
「
も
っ
と
長
い

節
成
は
な
い
の
か
」
と
い
う
需
要
も
あ
っ
て
長
形
の
加
賀
節
成
が
生
ま
れ
た
。

加
賀
節
成
の
収
穫
は
長
形
、
短
形
に
よ
ら
ず
、
６
月
中
旬
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
沢
市
祭
、
い
ま
で
い

う
「
百
万
石
ま
つ
り
」
の
時
期
に
出
回
っ
た
わ
け
だ
。

加
賀
節
成
の
種
作
り
は
、
戦
後
、
金
沢
市
米
丸
地
区
と
、
そ
の
犀
川
対
岸
に
あ
る
戸
板
地
区
を
中
心
に

始
ま
っ
た
。
栽
培
面
積
は
１０
町
歩
。
１
町
歩
が
３
０
０
０
坪
だ
か
ら
、
お
よ
そ
３
万
坪
で
あ
る
。

当
時
は
ゴ
ミ
を
分
別
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
か
ら
、
野
菜
の
く
ず
、
魚
の
残
と
い
っ
た
有
機
質
肥
料

と
一
緒
に
ガ
ラ
ス
も
畑
に
ま
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
畑
の
至
る
と
こ
ろ
に
は
割
れ
た
ガ
ラ
ス
や
陶
器
が
あ

り
、
作
業
を
す
る
に
は
下
駄
を
は
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
今
日
で
は
ま
ず
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
２
ヵ
所
で
栽
培
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
足
り
な
い
と
い
う
の
で
昭
和
３５
年
以
降
、
泉
野
出

町
、
長
坂
町
に
委
託
し
、
生
産
量
を
拡
大
す
る
。
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種
の
生
産
量
は
最
盛
期
、
年
間
２
０
０
石
（
３
万
６
０
０
０
リ
ッ
ト
ル
）
に
達
し
て
い
た
。
私
は
各
地

区
に
集
荷
に
赴
き
、
検
量
し
て
荷
受
け
し
て
い
た
が
、
事
情
を
知
ら
な
い
人
が
そ
の
光
景
を
垣
間
見
た
ら
、

き
ゅ
う
り
の
種
が
麦
な
ど
の
穀
物
に
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
加
賀
節
成
の
種
は
生
産
農
家
で
は
種
の
代
金
で
娘
を
嫁
に
出
す
支
度
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
高
価
な
も
の
だ
っ
た
。
生
産
量
の
総
額
を
現
在
の
貨
幣
価
値
に
置
き
換
え
る
な
ら
、
億
以
上
の
価
値

だ
っ
た
と
思
う
。

戦
後
間
も
な
い
年
の
９
月
ご
ろ
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

種
を
収
穫
し
、
う
ち
（
松
下
種
苗
店
）
の
土
蔵
に
収
納
し
た
と
こ
ろ
、
通
り
を
は
さ
ん
だ
真
向
か
い
で

火
事
が
発
生
し
た
。
土
蔵
に
は
支
払
い
を
済
ま
せ
た
加
賀
節
成
の
種
が
眠
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
昔
の
こ

と
と
て
保
険
も
か
か
っ
て
い
な
い
。

そ
の
時
、

「
松
下
の
土
蔵
が
燃
え
た
ら
大
変
だ
。
来
年
か
ら
き
ゅ
う
り
の
種
が
作
れ
な
く
な
る
」

と
、
消
防
団
員
は
も
ち
ろ
ん
、
き
ゅ
う
り
の
生
産
農
家
の
人
々
が
１
０
０
人
以
上
駆
け
つ
け
て
く
れ
、

バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
で
消
火
に
あ
た
っ
て
く
れ
た
。
な
か
に
は
板
葺
き
の
屋
根
に
上
っ
て
火
の
粉
を
振
り
払
っ
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て
く
れ
る
人
も
い
た
。

こ
う
し
た
人
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
加
賀
節
成
の
種
は
事
な
き
を
得
た
。

そ
ん
な
物
語
を
持
つ
加
賀
節
成
き
ゅ
う
り
だ
が
、
や
が
て
一
代
交
配
種
に
駆
逐
さ
れ
て
い
く
。
加
賀
節

成
は
固
定
種
ゆ
え
病
気
に
弱
く
、
初
採
り
は
首
の
と
こ
ろ
が
苦
い
と
い
う
弱
点
を
持
っ
て
い
た
た
め
だ
。

「
首
の
と
こ
ろ
を
２
セ
ン
チ
く
ら
い
切
っ
て
使
っ
て
く
れ
」

私
は
そ
う
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
た
が
、
家
庭
の
主
婦
た
ち
は
次
第
に
交
配
種
の
き
ゅ
う
り
へ
と
流
れ
て

い
っ
た
。

【
か
た
瓜
】

金
沢
で
は
「
か
た
瓜
」
と
通
称
さ
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
「
青
大
縞
瓜
」
と
呼
ば
れ
る
。
金
沢
で
の
生

産
地
は
末
町
で
、
栽
培
面
積
は
か
つ
て
約
５
町
歩
（
１
万
５
０
０
０
坪
）
ほ
ど
あ
っ
た
。

固
定
種
ゆ
え
、
太
い
の
短
い
の
細
い
の
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
そ
ろ
い
が
よ
い
１
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割
が
Ａ
級
と
し
て
市
場
に
出
荷
さ
れ
、
家
庭
で
使
わ
れ
た
。
か
た
瓜
の
煮
物
は
当
時
、
各
家
庭
で
ず
い
ぶ

ん
食
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

で
は
残
り
９
割
は
ど
こ
へ
行
っ
た
か
。

酒
蔵
へ
と
行
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
前
、
金
沢
市
内
に
は
１
０
０
軒
ほ
ど
の
造
り
酒
屋
が
あ
っ
た
。
各
町
内
に
造
り
酒
屋
が
あ
っ
た
と
思

え
ば
よ
い
。

か
た
瓜
は
７
月
下
旬
か
ら
８
月
に
か
け
て
出
荷
さ
れ
る
が
、
造
り
酒
屋
に
と
っ
て
ち
ょ
う
ど
暇
な
時
期

に
あ
た
る
。
造
り
酒
屋
で
は
か
た
瓜
を
切
っ
て

種
を
か
き
出
し
、
そ
こ
に
塩
を
入
れ
て
粗
漬
け

し
、
こ
れ
を
陰
干
し
し
た
後
、
本
漬
け
し
て
酒

か
す
に
漬
け
込
ん
で
自
家
製
の
奈
良
漬
を
作
っ

た
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
奈
良
漬
は
販
売
用
の
も

の
で
は
な
い
。

そ
の
頃
、
酒
の
代
金
の
支
払
い
は
７
月
と
１２

奈良漬のかた瓜を準備する
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月
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
造
り
酒
屋
で
は
集
金
に
赴
い
た
際
、

「
今
年
も
ご
ひ
い
き
に
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
感
謝
の
意
を
込
め
て
、
こ
の
奈
良
漬
を
得
意
先
に
配
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
昭
和
５０
年
代
後
半
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
大
量
生
産
の
安
い
奈
良
漬
が
販
売
さ
れ
始
め

た
。
こ
れ
以
後
、
か
た
瓜
の
奈
良
漬
は
金
沢
か
ら
姿
を
消
し
て
い
く
。

【
み
の
瓜
】

縞
が
あ
り
、
加
賀
太
き
ゅ
う
り
を
短
く
し
た
よ
う
な
平
均
１５
セ
ン
チ
の
円
筒
形
を
し
た
瓜
を
「
み
の
瓜
」

と
呼
ぶ
。

「
み
の
」
と
い
う
以
上
、
美
濃
か
ら
来
た
瓜
で
あ
ろ
う
。

岐
阜
県
に
は
夏
の
涼
果
と
し
て
か
つ
て
栽
培
が
盛
ん
で
、
や
が
て
メ
ロ
ン
や
ス
イ
カ
に
押
さ
れ
て
衰
退

ま

く
わ
う
り

し
た
「
真
桑
瓜
」
が
あ
る
。
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だ
が
、
岐
阜
県
で
は
真
桑
瓜
と
呼
ん
で
も
、
み
の
う
り
と
は
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。

藩
政
時
代
、
前
田
の
殿
様
は
参
勤
交
代
の
際
、
中
山
道
を
利
用
し
た
。
木
曽
を
通
っ
て
岐
阜
経
由
で
米

原
へ
出
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
想
像
だ
が
、
殿
様
は
参
勤
交
代
の
途
中
、
美
濃
の
真
桑
瓜
を
加
賀
藩

に
持
ち
帰
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

私
は
、
み
の
瓜
に
勝
る
瓜
は
い
ま
も
な
い
、
と
考
え

て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
香
り
が
よ
い
。
私
の
子
供
時
代
、
日
常
の

お
や
つ
と
い
う
と
、
み
の
瓜
し
か
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、

バ
ナ
ナ
も
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
も
存
在
し
た
が
、
こ
れ
ら
は

高
価
過
ぎ
て
私
た
ち
の
口
に
は
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。み

の
瓜
の
糖
度
は
１０
度
く
ら
い
。
い
ま
か
ら
思
え
ば
、

そ
れ
ほ
ど
糖
度
は
高
く
な
い
が
、
冷
や
し
て
食
べ
る
と

当
時
と
し
て
は
大
変
な
美
味
だ
っ
た
。
今
日
で
も
中
高

かつてのおやつの定番、みの瓜
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年
の
中
に
は
、
み
の
瓜
に
愛
着
を
持
っ
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。

【
な
し
瓜
】

み
の
瓜
は
粘
質
で
柔
ら
か
い
が
、
そ
の
一
方
、
サ
ク
サ
ク
と
し
て
歯
切
れ
が
よ
い
の
が
、
「
な
し
瓜
」

だ
。
２０
世
紀
梨
の
よ
う
な
色
合
い
と
大
き
さ
の
な
し
瓜
は
高
級
品
で
糖
度
も
高
く
、
１２
度
く
ら
い
あ
る
。

ふ
う

び

昭
和
５０
年
代
、
一
世
を
風
靡
し
た
「
ニ
ュ
ー
メ
ロ
ン
」
は
群
馬
県
の
会
社
が
な
し
瓜
と
地
元
の
瓜
を
交
雑

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
伝
統
野
菜
は
京
都
の
「
京
野
菜
」
、
大
阪
の
「
な
に
わ
野
菜
」
、
新
潟
の
「
長
岡
野
菜
」
と
、

全
国
に
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
み
の
瓜
や
な
し
瓜
の
よ
う
に
デ
ザ
ー
ト
と
し
て
人
々
に
愛
さ
れ
た
伝
統
野
菜

が
あ
る
の
は
金
沢
と
尾
張
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

野
菜
を
お
か
ず
と
し
て
で
は
な
く
、
デ
ザ
ー
ト
と
し
て
食
す
る
食
文
化
に
は
金
沢
人
の
遊
び
心
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
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【
加
賀
青
か
ぶ
ら
】

ル
ー
ツ
は
金
沢
市
米
丸
地
区
だ
が
、
種
子
が
ど
こ
か

つ
ま
び

ら
導
入
さ
れ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

か
ぶ
ら
（
カ
ブ
）
は
全
国
的
に
「
白
か
ぶ
ら
」
が
多

い
が
、
加
賀
青
か
ぶ
ら
は
そ
の
名
の
通
り
、
地
上
に
出

た
首
の
部
分
が
青
い
。
肉
質
が
固
い
た
め
、
漬
物
に
は

不
向
き
で
、
煮
物
に
し
て
も
あ
ま
り
美
味
と
は
い
え
な

い
。そ

ん
な
加
賀
青
か
ぶ
ら
だ
が
、
歯
切
れ
と
風
味
が
よ

く
、
こ
う
じ
漬
と
の
相
性
は
抜
群
で
あ
る
。

日
本
全
国
に
多
く
の
か
ぶ
ら
が
存
在
し
て
い
る
が
、

か
ぶ
ら
寿
司
の
素
材
と
し
て
、
加
賀
青
か
ぶ
ら
の
右
に

出
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
か
ぶ
ら
寿
司
専
用
の
か
ぶ
ら
、

かぶら寿司を漬ける（四十萬谷本舗にて）
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と
も
い
え
る
。

病
虫
害
の
影
響
で
産
地
が
移
動
し
、
現
在
は
金
沢
市
の
ほ
か
野
々
市
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

最
盛
期
に
比
べ
、
栽
培
面
積
は
激
減
し
た
。
現
在
、
か
ぶ
ら
寿
司
を
作
る
漬
物
屋
が
農
家
と
契
約
栽
培

す
る
な
ど
、
復
活
の
兆
し
が
見
え
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
、
こ
う
じ
を
使
っ
た
ナ
レ
ズ
シ
は
主
に
日
本
海
側
で
見
ら
れ
る
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
い
っ
た
食
文
化
の
な
い
太
平
洋
側
の
人
な
ど
に
暮
れ
の
進
物
と
し
て
「
か
ぶ
ら
寿
司
」

を
贈
る
と
、
よ
ほ
ど
の
食
通
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
じ
の
匂
い
を
嗅
い
で
「
こ
れ
は
腐
っ
て
い
る
」
と
捨
て

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
食
文
化
と
は
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
興
味
深
い
。

【
く
き
た
ち
菜
】

ふ
き
た
ち
な
、
と
う
な
、
う
ぐ
い
す
な
、
て
ん
ば
な
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
名
を
持
つ
。

十
字
花
科
類
の
菜
類
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
風
土
に
適
し
た
も
の
が
全
国
に
何
十
種
類
と
あ
る
。
一
例
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を
挙
げ
る
な
ら
、
広
島
を
中
心
と
し
た
「
ひ
こ
じ
ま
な
」
、
能
登
の
「
な
か
じ
ま
な
」
も
そ
う
で
あ
る
。

く
き
た
ち
菜
は
藩
政
時
代
、
城
南
・
笠
舞
地
区
で
栽
培
が
始
ま
り
、
や
が
て
市
内
一
円
に
広
が
っ
て
、

春
先
の
葉
物
と
し
て
よ
く
栽
培
さ
れ
た
。
み
そ
汁
や
お
ひ
た
し
の
具
な
ど
金
沢
の
典
型
的
な
家
庭
料
理
に

よ
く
用
い
ら
れ
、
下
々
の
庶
民
は
往
時
、
毎
日
こ
れ
ば
か
り
を
食
べ
て
い
た
も
の
だ
。

最
盛
期
は
昭
和
２０
年
代
で
あ
る
。
が
、
昭
和
４０
年
代
以
降
、
衰
微
し
て
い
く
。

原
因
は
レ
タ
ス
や
キ
ャ
ベ
ツ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
と
い
っ
た
洋
風
野
菜
が
増
え
る
と
と
も
に
、
洋
風
料
理

が
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
く
き
た
ち
な
は
サ
ラ
ダ
に
適
さ
ず
、
煮

て
食
べ
る
し
か
な
い
。
そ
の
あ
た
り
が
人
々
に
敬
遠
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

今
日
で
は
細
々
と
生
産
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

で

ん

ど

う

じ

【
伝
燈
寺
里
芋
】

年
長
の
金
沢
人
は
里
芋
の
こ
と
を
い
ま
で
も
「
伝
燈
寺
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
伝
燈
寺
は
里
芋
の
代
名
詞
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で
あ
る
。

金
沢
市
御
所
町
の
奥
に
伝
燈
寺
町
が
あ
り
、
そ
こ
に
傳
燈
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
。
一
向
一
揆
の
影
響

下
に
置
か
れ
て
い
た
時
代
、
こ
こ
は
真
宗
派
の
門
徒
が
集
結
す
る
「
北
の
砦
」
だ
っ
た
。

門
徒
が
集
ま
れ
ば
、
む
ろ
ん
食
糧
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
あ
た
り
は
湿
田
地
帯
で
、
れ

ん
こ
ん
、
く
わ
い
ぐ
ら
い
し
か
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
米
の
代
わ
り
に
栽
培
を
始
め
た
の

が
里
芋
だ
っ
た
。

そ
れ
が
伝
燈
寺
里
芋
の
ル
ー
ツ
だ
。

伝
燈
寺
里
芋
は
一
般
的
な
里
芋
に
比
べ
、
か
な
り
大
型
で
、
味
も
甘
み
が
あ
る
。
ま
た
、
粘
り
が
あ
っ

て
、
も
っ
ち
り
し
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

戦
時
中
は
さ
つ
ま
い
も
と
並
ん
で
代
用
食
と
し
て
、
戦
後
も
昭
和
４０
年
代
ま
で
は
栽
培
が
盛
ん
だ
っ
た

が
、
福
井
県
大
野
市
が
里
芋
で
町
お
こ
し
を
始
め
た
昭
和
５０
年
代
ご
ろ
か
ら
急
速
に
廃
れ
て
い
く
。
里
芋

自
体
の
需
要
が
減
っ
た
こ
と
も
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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【
大
生
姜
】

金
沢
人
は
生
姜
を
よ
く
食
べ
る
。
お
菓
子
は
戦
前
よ
り
、
駄
菓
子
と
し
て
生
姜
味
の
柴
舟
を
好
ん
だ
。

関
東
で
は
黄
生
姜
（
小
生
姜
）
、
金
沢
で
は
大
生
姜
が
栽
培
さ
れ
た
。
ジ
ン
ジ
ャ
ー
と
同
種
で
あ
る
か
ら
、

南
の
植
物
。
富
山
、
金
沢
あ
た
り
が
北
限
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
初
期
（
１
９
２
０
年
頃
）
は
、
親
株
を
縦
穴
（
む
ろ
）
に
貯
蔵
し
た
も
の
を
使
っ
た
が
、
生
育
不

良
の
た
め
、
各
地
を
訪
ね
て
種
子
を
導
入
し
た
。

ま
ず
、
三
州
生
姜
（
愛
知
県
三
河
地
方
か
？
）
、
次
に
三
重
県
伊
勢
生
姜
、
四
国
に
良
い
生
姜
が
あ
る

と
種
苗
業
界
か
ら
の
情
報
を
得
て
愛
媛
県
温
泉
郡
岡
田
某
氏
よ
り
仕
入
れ
た
。
大
型
で
品
質
も
よ
く
、
当

地
方
に
適
し
た
。
さ
ら
に
良
質
多
収
性
の
品
種
を
求
め
て
先
代
は
大
分
県
臼
杵
へ
足
を
延
ば
し
て
生
姜
を

入
手
し
た
が
定
着
し
な
か
っ
た
。

戦
後
、
長
崎
県
の
山
間
地
区
で
非
常
に
肉
し
ま
り
の
良
い
品
種
を
見
つ
け
て
、
現
在
も
諫
早
市
飯
盛
町

よ
り
導
入
し
て
い
る
。

昭
和
３０
年
代
は
湯
涌
地
区
７０
パ
ー
セ
ン
ト
、
周
辺
の
錦
町
、
田
井
町
、
南
部
泉
地
区
３０
パ
ー
セ
ン
ト
。
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１５
ト
ン
の
貨
車
３
両
分
が
植
え
付
け
さ
れ
た
。

生
食
、
加
工
（
紅
生
姜
）
用
と
し
て
富
山
、
新
潟
方
面
へ
も
大
量
移
送
さ
れ
た
。

は

じ

か

み

生
姜
の
古
名
を
名
乗
る
日
本
唯
一
の
香
辛
料
の
神
様
を
祀
る
波
自
加
弥
神
社
が
金
沢
郊
外
に
あ
る
。
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絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
品
種

【
一
尺
人
参
】

い
ま
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
加
賀
の
野
菜
に
、
一
尺
人
参
が
あ
る
。

そ
の
名
の
通
り
、
一
尺
（
３０
セ
ン
チ
）
ほ
ど
の
長
さ
に
な
る
人
参
で
、
「
京
人
参
」
と
も
呼
ば
れ
る
金

時
人
参
と
は
ま
っ
た
く
別
種
の
も
の
だ
。

戦
後
間
も
な
い
頃
ま
で
は
長
人
参
が
主
流
だ
っ
た
が
、
昭
和

２８
年
ご
ろ
、
西
洋
系
の
短
系
人
参
が
輸
入
さ
れ
た
。
色
が
よ
く

病
気
に
も
強
く
栽
培
期
間
も
短
い
こ
と
か
ら
、
農
家
は
一
斉
に

西
洋
系
の
人
参
を
作
り
始
め
る
。

細
長
い
一
尺
人
参
は
収
穫
す
る
際
に
は
、
く
わ
が
必
要
だ
っ

一尺人参の花
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た
。
そ
の
点
、
西
洋
系
の
人
参
な
ら
手
で
抜
け
る
。
こ
の
よ
う
に
収
穫
す
る
に
も
流
通
す
る
に
も
手
間
が

か
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
西
洋
人
参
の
大
き
な
利
点
で
あ
っ
た
。

オ
レ
ン
ジ
と
い
う
よ
り
も
、
黄
色
に
近
い
一
尺
人
参
は
人
参
ら
し
い
香
り
に
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。

１０
月
か
ら
１１
月
に
か
け
て
収
穫
さ
れ
、
秋
の
報
恩
講
に
供
さ
れ
る
「
大
根
な
ま
す
」
に
も
欠
か
せ
な
か

っ
た
。
仏
事
用
の
人
参
と
し
て
も
っ
て
こ
い
だ
っ
た
が
、
昭
和
４０
年
代
に
は
西
洋
系
人
参
に
駆
逐
さ
れ
、

完
全
に
姿
を
消
し
、
私
方
の
備
蓄
庫
に
か
ろ
う
じ
て
原
種
が
存
在
す
る
。
同
系
統
に
は
、
赤
井
人
参
、
富

来
増
穂
人
参
が
あ
る
。

ち
ゅ
う

す
い

こ
み

に

ね
ん

ご

だ
い

こ
ん

【
中
吸
込
二
年
子
大
根
】

年
配
の
人
が
郷
愁
を
も
っ
て
思
い
出
す
野
菜
に
中
吸
込
二
年
子
大
根
が
あ
る
。

秋
に
種
を
ま
き
、
翌
年
３
〜
４
月
に
か
け
て
収
穫
し
た
。
い
ま
で
こ
そ
越
冬
性
の
大
根
は
た
く
さ
ん
あ

る
が
、
昭
和
４０
年
代
以
前
、
冬
を
越
す
大
根
は
中
吸
込
二
年
子
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
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大
根
は
普
通
、
地
上
に
顔
を
出
し
て
か
ら
太
る
が
、
中
吸
込
二
年
子
は
地
中
で
太
っ
た
。
厳
寒
期
の
寒

さ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
た
め
だ
。

産
地
は
金
城
地
区
、
つ
ま
り
、
野
田
・
長
坂
・
泉
野
出
町
・
山
科
・
富
樫
な
ど
犀
川
上
流
の
山
沿
い
の

地
域
で
あ
る
。

当
時
の
農
家
に
と
っ
て
１
年
で
最
初
に
現
金
の
入
る
作
物
が
中
吸
込
二
年
子
で
あ
り
、
た
け
の
こ
は
そ

の
後
に
続
く
。
最
盛
期
は
昭
和
２０
〜
４０
年
ご
ろ
で
、
か
な
り
の
量
が
市
場
に
流
通
し
た
が
、
昭
和
４０
年
以

降
、
中
吸
込
二
年
子
は
韓
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
越
冬
性
の
大
根
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
く
。

水
分
の
少
な
い
中
吸
込
二
年
子
大
根
は
大
根
下
ろ
し
に
向
か
ず
、
料
理
の
用
途
が
煮
物
に
限
定
さ
れ
た

の
に
対
し
、
韓
国
の
大
根
は
水
分
が
豊
富
で
柔
ら
か
く
、
味
も
よ
か
っ
た
た
め
だ
。

【
三
谷
秋
胡
瓜
】

平
野
部
の
加
賀
節
成
き
ゅ
う
り
の
収
穫
が
終
わ
る
頃
、
８
月
上
旬
よ
り
出
荷
さ
れ
る
抑
制
種
で
あ
る
。
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夏
胡
瓜
よ
り
細
身
で
長
身
、
約
２５
〜
３０
セ
ン
チ
く
ら
い
、
果
肉
は
淡
白
で
ニ
ガ
ミ
な
く
種
子
の
部
分
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
採
種
量
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

９
月
に
入
っ
て
最
盛
期
に
入
る
が
、
台
風
禍
に
よ
る
収
穫
皆
無
の
年
も
多
々
あ
り
、
生
産
者
は
強
健
な

い

お
う
ぜ
ん

品
種
、
収
穫
時
季
を
ず
ら
す
な
ど
工
夫
し
た
が
、
生
産
地
医
王
山
々
麓
に
は
純
粋
な
三
谷
秋
胡
瓜
は
消
滅

し
た
。
現
在
は
一
代
交
配
種
が
抑
制
胡
瓜
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、
往
年
の
面
積
は
な
い
。
私
方
の

備
蓄
庫
に
か
ろ
う
じ
て
原
種
が
存
在
す
る
。


