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第
34
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会

~や
ま
と
~
を
記
念
し
て
制
定
さ
れ
た
11
月

16
日
の
川
上
源
流
の
日
か
ら
ち
ょ
う
ど

1
週
間
後
の
23
日（
水
祝
）に
川
上
総
合
セ
ン

タ
ー
や
ま
ぶ
き
ホ
ー
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。

Z
O
O
M
で
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
と
中
継
し
、

Y
o
u
T
u
b
e
で
も
配
信
し
、
約
1
2
0
名

の
方
に
ご
来
場
・
ご
視
聴
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
様
子
は
下
記
の

ア
ド
レ
ス
ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
、
森
と

水
の
源
流
館
公
式
Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
水
を
は
ぐ
く
む
川
上
村
の
豊
か
な
森
の
約

2
/
3
は
吉
野
林
業
の
人
工
林
で
す
。
経

済
発
展
と
環
境
保
全
を
両
立
し
、
人
と
自
然

が
共
生
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
泉
英
二
先

生
（
愛
媛
大
学
名
誉
教
授
）
に
基
調
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。
か
つ
て
日
本
は
森
林
資
源

の
枯
渇
と
い
う
問
題
に
面
し
た
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
昨
今
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
限
ら
れ

た
地
球
の
資
源
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
ど
う
す

れ
ば
人
々
が
発
展
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も

同
じ
よ
う
に
考
え
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
横
田
岳
人
先

生
（
龍
谷
大
学
准
教
授
）
よ
り
「
吉
野
川
源

流
―
水
源
地
の
森
」
の
よ
う
な
天
然
林
の
生

態
系
、
中
澤
静
男
先
生
（
奈
良
教
育
大
学

E
S
D
・
S
D
G
s
セ
ン
タ
ー
長
）
よ
り
森

や
社
会
の
担
い
手
を
育
て
る
教
育
、
宮
口
侗

廸
先
生
（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）
よ
り
川

上
宣
言
と
S
D
G
s
（
2
0
3
0
年
ま
で
に

達
成
す
る
べ
き
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の

17
の
国
際
目
標
）
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
森
と
水
の
源
流
館
が
20
年
間
、
つ
な
ぐ
、

つ
た
え
る
、
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
今
を

自
分
が
行
動
し
て
次
に
進
め
て
い
こ
う
と
心

に
刻
ん
だ
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

https://youtu.be/oT
a3T
y8w

s3k

　
４
月
29
日
か
ら
６
月
27
日
に
か
け
て
第
一

部
「
川
上
村
の
自
然
と
民
俗
利
用
」、
７
月
1

日
か
ら
８
月
28
日
に
か
け
て
第
二
部
「
人
里

の
自
然
」、
９
月
1
日
か
ら
11
月
29
日
に
か
け

て
第
三
部
「
水
源
地
の
森
‐
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ

パ
ー
ク
緩
衝
地
域
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
　
　

　
第
一
部
と
第
二
部
は
「
人
が
生
活
し
、
自

然
と
調
和
し
た
持
続
可
能
な
発
展
を
遂
げ
る

地
域
」
で
あ
る
移
行
地
域
の
役
割
り
を
川
上

村
の
暮
し
か
ら
、
第
三
部
で
は
「
環
境
教
育

や
調
査
研
究
活
動
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど

自
然
の
保
全
・
持
続
可
能
な
利
活
用
が
行
わ

れ
る
地
域
」
で
あ
る
緩
衝
地
域
の
役
割
り
を

水
源
地
の
森
の
保
全
と
そ
の
経
緯
か
ら
紹
介

し
ま
し
た
。

　
企
画
展
全
体
を
通
し
て
、
川
上
村
の
水
源

地
の
村
づ
く
り
が
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

目
的
で
あ
る
「
生
態
系
の
保
全
と
持
続
可
能

な
利
活
用
の
調
和
」
に
合
致
し
て
い
る
事
を

紹
介
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
水
源
地
の
村
と

し
て
の
責
任
を
果
た
し
、
自
然
環
境
を
守
り

な
が
ら
活
用
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な
主
体

と
の
連
携
と
持
続
可
能
な
地
域
形
成
へ
の
取

り
組
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
エ

コ
パ
ー
ク
で
は
緩
衝
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る

水
源
地
の
森
で
す
が
、
水
源
地
の
村
づ
く
り
で

は
核
心
地
域
で
あ
る
と
再
認
識
で
き
ま
し
た
。

｢ありがとう｣はだれの言葉だろう？
水がつなげる食と人
野菜と暮らす・里を育てる

お雑煮について教えてください
千本搗き
樹と水と人の共生を未来へつなぐ

つ

な

が

る

感

謝
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吉野川・紀の川流域の遺跡

展示中の千本杵

金峯山寺の花供千本搗き
写真提供：総本山金峯山寺

十津川村平谷の餅搗き踊り（戦前）

開館10周年記念行事の千本搗き（2012年4月29日）と音頭を取る松本修さん（右）

こ
の
機
関
誌
の
紙
面
で
も
何
度
も
触
れ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
令
和
4
年
度
は
森
と

水
の
源
流
館
と
公
益
財
団
法
人 
吉
野
川
紀
の

川
源
流
物
語
の
20
周
年
の
年
で
し
た
。
そ
の
年

度
も
終
わ
り
に
近
づ
き
、
気
持
ち
は
新
年
度
に

突
入
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
10
年
が

経
っ
て
30
周
年
を
迎
え
る
と
き
、
私
は
も
う
振

り
返
る
立
場
に
は
居
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

大
変
勝
手
な
が
ら
こ
の
記
念
イ
ヤ
ー
の
取
組
み

か
ら
少
し
振
り
返
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

決
し
て
派
手
な
記
念
行
事
は
や
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
20
年
間
の
重
み
と
意
義
を
あ
ら
た
め

て
お
伝
え
す
る
一
年
間
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
て
い
た
だ
い

た
方
々
、
か
か
わ
り
、
支
え
て
い
た
だ
い
た

方
々
が
い
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
価
値
の
あ
る

時
を
積
み
重
ね
て
こ
れ
た
と
実
感
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

記
念
イ
ヤ
ー
に
向
け
て
、
森
と
水
の
源
流
館

の
展
示
を
一
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。
そ
の
検
討
は

実
は
5
年
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

影
響
で
、
展
示
手
法
に
も
大
き
く
発
想
の
転
換

が
求
め
ら
れ
、
換
気
や
W
i
-F
i
設
備
な
ど
も

加
え
、
当
初
計
画
を
見
直
し
ま
し
た
。
そ
の
頃

に
E
S
D（
持
続
可
能
な
未
来
を
担
う
人
づ
く
り

の
教
育
）
の
研
究
会
で「
説
明
・
納
得
型
」で
な
く

「
発
問
・
対
話
型
」の
重
要
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
、
新
し
い
展
示
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

一
番
大
き
く
表
現
し
た
の
は「
あ
り
が
と
う
」

の
文
字
で
す
。
源
流
か
ら
海
へ
、
海
か
ら
山
へ
、

流
域
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
お
か
げ
」
が
あ
り
、

川
と
水
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
20
年
間
の
活
動

で
何
度
も
聴
い
た
り
、
伝
え
た
り
し
て
き
た
言
葉

が
「
あ
り
が
と
う
」
で
す
。
そ
の
こ
と
を
み
ん

な
で
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

「
あ
り
が
と
う
」
を
交
わ
す
場
面
を
想
像
す
る

と
、
水
と
人
の
行
き
来
が
見
え
て
く
る
と
思
い

ま
す
。「
き
れ
い
な
水
を
あ
り
が
と
う
」「
山
を

守
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」「
一
生
懸
命
、
米

や
野
菜
を
育
て
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」「
お
い

し
い
魚
を
あ
り
が
と
う
」…
吉
野
川
紀
の
川
で

の
〝
つ
な
が
り
〞
に
気
が
つ
い
て
い
た
だ
け
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
5
年
、
10
年
、

こ
こ
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
「
あ
り
が
と
う
」
が

響
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。「
あ
り
が
と
う
」

で
つ
な
が
れ
ば
、
き
っ
と
争
い
も
消
え
る
は
ず
。

公益財団法人 吉野川紀の川源流物語
事務局長　尾上忠大

食
物
に
関
す
る
信
仰
に
は
、
神
仏
に
食
物
を

供
え
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
神
仏
の
力
を
得

る
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
年
の
豊
か

な
実
り
を
祈
り
な
が
ら
、
蔵
王
権
現
に
お
供
え

し
、
人
々
に
無
病
息
災
を
も
た
ら
す
餅
を
搗
く

千
本
搗
き
は
重
要
な
宗
教
行
事
で
し
た
。

同
時
に
餅
搗
き
は
楽
し
い
催
し
で
す
。
皆
で

餅
を
搗
き
、
共
に
食
べ
る
こ
と
で
人
と
人
と
の

絆
を
深
め
て
く
れ
ま
す
。
十
津
川
村
指
定
無
形

民
俗
文
化
財
「
餅
搗
き
踊
り
」
も
千
本
搗
き
が

民
俗
芸
能
化
し
た
も
の
で
、
餅
搗
き
が
持
っ
て

い
る
そ
う
し
た
役
割
を
表
し
て
い
ま
す
。

森
と
水
の
源
流
館
に
は
長
さ
３
ｍ
程
の
棒
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
千せ
ん
ぼ
ん
づ

本
搗
き
で
使

う
千
本
杵
と
い
う
竪
杵
で
す
。

千
本
搗
き
は
複
数
の
人
が
つ
き
手
と
な
る
餅

搗
き
で
、
吉
野
山
の
金き
ん
ぷ
せ
ん
じ

峯
山
寺
の
花は
な
く
え
し
き

供
会
式

（
花は
な
く
せ
ん
ぽ
う
え

供
懺
法
会
）
の
も
の
が
有
名
で
す
。
平
安

時
代
に
諸
国
か
ら
寄
進
さ
れ
た
お
米
で
搗
い
た

餅
を
蔵
王
権
現
に
供
え
、
人
々
に
も
分
け
与
え

た
の
が
由
来
と
さ
れ
、
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
そ
の

年
は
無
病
息
災
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
４
月
に
蔵
王
堂
前
で
観
光
客
も
参
加
し

て
賑
や
か
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
２

月
の
修し
ゅ
に
え
二
会
（
修
二
月
会
）
の
行
事
で
し
た
。

修
二
会
は
神
社
の
祈
と
し
ご
い
の
ま
つ
り

年
祭
に
あ
た
り
、
そ
の

年
の
豊
か
な
実
り
を
祈
る
法
会
で
す
。
戦
前
ま

で
は
櫻さ
く
ら
も
と
ぼ
う

本
坊
の
正
頭
屋
と
い
う
建
物
の
中
で

「
し
ょ
っ
た
や
（
正
頭
屋
）
の
餅
搗
き
ゃ
、
え
っ

さ
っ
さ
」
と
か
け
声
を
掛
け
な
が
ら
大
臼
の
周
り

を
廻
り
な
が
ら
餅
を
搗
い
た
と
い
い
ま
す
。
※

森
と
水
の
源
流
館
で
も
開
館
一
〇
周
年
記
念

行
事
で
千
本
搗
き
を
行
い
ま
し
た
。
川
上
村
文

化
財
保
護
審
議
会
長
の
松
本
修
さ
ん
が
、
詩

吟
で
鍛
え
た
喉
で
音
頭
を
取
り
、
記
念
行
事

に
集
っ
た
人
た
ち
が
協
力
し
て
千
本
杵
を
振
る

い
、
搗
き
あ
が
っ
た
餅
を
共
に
頂
く
こ
と
で
、

皆
が
一
体
感
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
音
頭
取
り
を
し
て
い
た
だ
い
た

松
本
修
さ
ん
は
昨
年
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま

し
た
が
、
一
〇
周
年
の
と
き
の
餅
が
く
っ
つ
け

て
く
れ
た
の
か
、
今
年
度
の
開
館
二
〇
周
年
に

も
大
勢
の
方
が
集
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

諸
々
の
事
情
が
あ
っ
て
最
近
は
千
本
搗
き
を

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
人
と
人
と
を
つ
な
げ
、
絆

を
深
め
て
く
れ
る
千
本
搗
き
、
機
会
が
あ
れ
ば

ま
た
や
っ
て
み
た
い
も
の
で
す
。

註
（
※
）

田
中
岳
良
氏（
金
峯
山
寺
渉
外
室
長
）の
ご
教
示
に
よ
る

参
考
文
献

首
藤
善
樹 

２
０
０
４『
金
峯
山
寺
史
』国
書
刊
行
会

野
本
寛
一 

２
０
０
５『
栃
と
餅
』岩
波
書
店

奈
良
県
教
育
委
員
会
編
２
０
１
４『
奈
良
県
の
民
俗
芸
能

奈
良
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
』

「
あ
り
が
と
う
」は

だ
れ
の
言
葉
だ
ろ
う
？
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・お雑煮を炊くときは男が火をつけるのが習慣
で、今年も景気が良いようにと願いを込めて、
燃える時にパチパチと音のする枝豆の剥き殻
で火をつけた。（御所市）

・元旦は白味噌でお餅を焼かずに入れたお雑煮
ですが、二日には水菜でお醤油味のお出汁で
焼いた角餅を入れて食べます。（紀の川市）

・正月の水汲み、火仕事は男性の仕事で、ニンジン
嫌いの祖父が雑煮を作っていたため、雑煮にニ
ンジンが入っていなかったのだと思う。(奈良市)

・両親が鹿児島県と熊本県出身なので、たぶん
九州地方の味付け、具材だと思われる。 鶏肉
は臭みが出るので、先に皮目を焼いてから鍋に
最初に入れる。（川上村）

・白菜とお餅だけのシンプルな雑煮をよく食べた｡
出汁はカツオのすましに追いカツオ節。(葛城市)

調査方法：SNSを用いて源流人会会員皆様へ尋ねました

　家々に一年の豊穣と幸せをもたらす年神様と一緒に食べるお雑煮は、豊かな暮しと自然の恵みをお祈り
するハレの日の食べ物です。お雑煮には地域ごとの自然や文化が反映されるため、地域性に富んでいます｡
たとえば、関西に多い白みそのお雑煮は、神様が好きな白みその味付け、餅が伸びることから長寿、それを
丸くして円満。人を現す頭芋と子孫繁栄を願って小芋を入れ、根菜類は地に根を張るという縁起を担いで
います。一方、調理に関しては共通点が多いようで、正月の水汲みや火仕事は男性の役目という意見がきか
れました。年神様は田の神や山の神になったご先祖様の霊が、お正月に家々に降りてきた姿とも言われま
す。お雑煮に多様性があれども、ご先祖様を大切にし、郷土の恵みでもてなす心は、全国共通なのだと感じ
ました。ご協力いただいたみなさまに感謝いたします。

(奈良市) (大淀町)

(大淀町)

(　　)内は居住地

(奈良市)

(奈良市)(吉野町)

(葛城市)

(香芝市)

(東吉野村)

（不明）

か
ら
、
遠
慮
せ
ん
と
洗
っ
て
。」
と
水
土
里
の
会

の
方
が
返
し
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
児
童
た

ち
は
一
斉
に
用
水
路
に
足
を
浸
け
て
い
た
。

稲
刈
り
体
験
で
は
、「
田
ん
ぼ
が
稲
で
覆
い
つ
く

さ
れ
て
る
！
田
植
え

の
時
と
全
然
違
う
」

と
感
嘆
の
声
が
漏
れ

て
い
た
。
指
で
つ
ま

ん
で
等
間
隔
に
植
え

た
苗
が
成
長
し
、
収

穫
時
期
に
は
両
腕
い

っ
ぱ
い
に
抱
え
る
ほ

ど
の
稲
に
な
っ
て
い

る
。
吉
野
川
の
き
れ
い
な
水
と
元
気
な
田
ん
ぼ
の

土
が
力
を
合
わ
せ
る
と
、
立
派
な
稲
が
育
つ
こ
と

を
児
童
た
ち
は
黄
金
色
に
染
ま
っ
た
交
流
水
田
か

ら
感
じ
取
っ
て
い
た
。

源
流
体
験
で
は
、
通
水
期
間
中
、
吉
野
川
の

水
を
大
和
平
野
に
安
定
し
て
供
給
し
続
け
る
た

め
に
貯
水
し
て
い
る
大
迫
ダ
ム
の
キ
ャ
ッ
ト
ウ
ォ
ー

ク
を
歩
く
こ
と
で
そ
の
大
き
さ
を
実
感
し
、
ダ
ム

職
員
か
ら
貯
水
量
、
大
雨
時
の
対
応
、
ダ
ム
の

水
の
使
わ
れ
方
の
説
明
を
聞
き
、
人
々
の
生
活

を
支
え
る
ダ
ム
の
役
割
り
を
知
っ
た
。

地
域
の
役
割
り
に
気
づ
く

様
々
な
体
験
を
通
し
て
水
の
つ
な
が
り
を
学
び
、

そ
の
中
で
得
た
気
づ
き
か
ら
、
児
童
た
ち
に
地
域

の
役
割
り
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
水
の
つ
な
が

り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
の
水
、
吉
野
川
分
水
や
か
ら
き
れ
い
な

水
や
ん
、
手
足
洗
う
の
に
使
え
る
ん
ち
ゃ
う

ん
？
」
田
植
え
体
験
後
、
手
足
に
つ
い
た
泥
を

落
す
手
洗
い
水
の
順
番
待
ち
を
し
て
い
た
児
童

が
、
道
路
を
挟
ん
だ
先
に
あ
る
用
水
路
を
流
れ

る
水
を
見
て
皆
に
提
案
し
た
。
「
で
も
ち
ょ
っ

と
違
う
な
ぁ
…
。
何
か
色
つ
い
て
る
。
」
川
上

村
で
見
た
水
の
色
と
若
干
異
な
る
事
に
気
づ
い

た
児
童
の
発
言
に
、
「
そ
の
色
は
、
栄
養
を
溶

か
し
込
ん
で
き

て
い
る
か
ら
や

で
。
で
も
、
全

然
手
足
洗
え
る

ぐ
ら
い
き
れ
い

や
ろ
？
そ
こ
で

洗
っ
た
泥
も
栄

養
と
し
て
他
の

田
ん
ぼ
に
行
く

お
か
げ
米
が
届
い
た
日

小
学
校
に
到
着
し

た
時
間
が
折
し
も
構

内
清
掃
の
時
間
と
重

な
っ
て
い
た
。
昇
降

口
を
清
掃
し
て
い
た

児
童
が
お
米
の
袋
を
抱
え
て
歩
く
我
々
を
見
つ

け
る
と
、
開
口
一
番
「
あ
っ
！
お
か
げ
米
や

‼
」
と
叫
ん
だ
。
そ
し
て
、
「
５
年
生
に
な
る
ま

で
楽
し
み
に
し
て
お
い
て
ほ
し
い
ん
や
け
ど
」

と
、
一
緒
に
清
掃
し
て
い
た
下
級
生
に
、
田
植

え
体
験
と
稲
刈
り
体
験
、
お
か
げ
米
を
説
明
し

始
め
る
の
だ
っ
た
。

お
か
げ
米
の
届
い
た
教
室
か
ら

自
分
達
が
植
え
た
細
か
っ
た
苗
が
、
水
土
里

の
会
の
方
々
の
管
理
に
よ
っ
て
豊
か
な
実
り

へ
と
成
長
し
た
こ
と
を
体
感
し
た
児
童
は
、

「
め
っ
ち
ゃ
重
た
い
！
」
「
き
れ
い
な
お

米
！
」
「
今
す
ぐ
食
べ
た
い
！
」
と
、
手
渡
さ

れ
た
お
か
げ
米
の
詰
ま
っ
た
袋
を
抱
き
か
か
え

な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
感
想
を
述
べ
て
い
た
。
そ

し
て
、
「
農
家
さ
ん
の
お
か
げ
で
で
き
た
お

米
、
絶
対
美
味
し
い
お
米
や
か
ら
、
一
粒
も
無

駄
に
せ
ん
と
こ
な
。
」
と
い
う
発
言
に
、
ク
ラ

ス
中
が
頷
い
て
い
た
。

い
よ
い
よ
お
か
げ
米
が
児
童
た
ち
の
口
に
入

る
。
調
理
実
習
の
日
、
先
生
か
ら
「
今
日
使
う

お
米
は
大
和
平
野
か
ら
届
い
た
お
か
げ
米
で

す
。
皆
さ
ん
が
植
え
、
農
家
さ
ん
が
一
生
懸
命

育
て
て
く
だ
さ
っ
た
お
米
な
の
で
、
美
味
し
く

頂
き
ま
し
ょ
う
。」
と
告
げ
ら
れ
た
。
お
か
ず
の

調
理
の
合
間
、
何

度
も
鍋
の
様
子
を

見
な
が
ら
調
理
実

習
は
進
み
、
そ
し

て
つ
い
に
炊
き
あ

が
る
。
児
童
達
は

こ
ぞ
っ
て
鍋
の
様

子
を
確
認
し
た
。

そ
の
眼
差
し
は
真

剣
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

炊
き
あ
が
っ
た
お
か
げ
米
を
口
に
含
ん
だ
瞬

間
、「
も
ち
も
ち
し
て
て
、
お
米
が
甘
い
！
」

「
美
味
し
い
お
米
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。」「
自
分
が
収
穫
し
た
お
米
が
こ
ん
な
に

美
味
し
い
な
ん
て
。
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
農

家
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

口
々
に
感
想
を
述
べ
る
児
童
た
ち
。
先
生
が

足
り
な
く
な
っ
た
時
の
た
め
に
炊
飯
器
で
炊

い
て
く
れ
て
い
た
お
か
げ
米
も
あ
っ
と
い
う

間
に
児
童
の
胃
袋
へ
収
ま
っ
て
い
っ
た
。教
室

に
残
っ
て
い
る
の
は
水
土
里
の
会
の
方
へ
の

感
謝
と
児
童
た
ち
の
笑
顔
だ
っ
た
。

水
が
つ
な
げ
る
食
と
人

大
和
平
野
が
あ
る
お
か
げ
で
豊
か
な
食
卓

が
生
ま
れ
、
水
源
地
の
村
の
お
か
げ
で
安
定

し
た
営
農
が
で
き
る
。
お
か
げ
さ
ま
で
今
年

も
…
水
が
つ
な
げ
る
食
は
人
と
人
、
地
域
と

地
域
を
互
い
に
思
う
心
を
育
て
る
。
水
が
つ

な
げ
る
ご
縁
は
様
々
に
姿
を
変
え
、
こ
れ
か

ら
も
続
い
て
い
く
。

　完
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 小泉さん 民辻さん 杉浦さん

野
菜
と
暮
ら
す•

里
を
育
て
る

第
43
回 

源
流
の
主
役
た
ち         

「
源
流
人
」さ
ん
に
聞
き
ま
し
た 

杉
浦
さ
ん
（
以
下
、
杉
）
米
、
野
菜
、
最
近
は
蕎

麦
も
作
っ
て
い
ま
す
。
急
傾
斜
の
棚
田
の

荒
れ
て
い
る
畑
（
耕
作
放
棄
地
）
を
は
じ
め

は
１
枚
借
り
て
、
草
を
全
部
刈
っ
て
使
え
る

よ
う
に
し
て
そ
れ
か
ら
20
年
経
ち
ま
し
た
。

小
泉
（
以
下
、
小
）
大
変
で
し
た
で
し
ょ
う
ね
。

杉
　
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
依
頼
さ
れ
、
耕
作
放
棄

地
に
手
を
入
れ
、
今
は
70
枚
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
1
/
3
が
米
、
1
/
3
が

野
菜
、
残
り
1
/
3
が
未
着
手
の
放
棄
地

で
木
や
竹
が
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
簡
単

に
元
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
田

ん
ぼ
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
水
を
入
れ

て
も
溜
め
ら
れ
な
い
、
崩
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
長
い
間
放
棄
さ

れ
て
い
る
の
で
源
流
か
ら
の
水
路
が
全
部

壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
５
年

く
ら
い
前
か
ら
蕎
麦
を
収
穫
し
て
い
ま
す
。

小
　
蕎
麦
は
人
気
で
す
ね
。

民
辻
さ
ん
（
以
下
、
民
）　
蕎
麦
は
痩
せ
地
で
も

で
き
ま
す
。

小
　
米
を
作
れ
な
い
土
地
が
ら
な
の
で
食
糧
の

足
し
に
、
私
の
家
で
も
、
昔
、
蕎
麦
と
ゴ
マ
、

オ
オ
ム
ギ
、
コ
ム
ギ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
た

く
さ
ん
作
っ
て
い
ま
し
た
。

杉
　
食
糧
と
し
て
蕎
麦
を
作
っ
て
た
い
た
の
で
す
か
。

民
　
自
分
の
と
こ
ろ
で
食
べ
る
分
だ
け
で
す
。
挽
き

臼
で
粉
に
し
ま
し
た
。
標
高
約
6
0
0
m

な
の
で
気
温
が
低
く
米
が
作
れ
ま
せ
ん
。

今
は
北
海
道
の
よ
う
な
寒
い
と
こ
ろ
で
も
作

年
で
サ
ル
の
被
害
で
や
め
た
種
類
も
あ
り
ま

す
。
シ
カ
、
ア
ナ
グ
マ
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
も
出

ま
す
。
狭
い
集
落
な
の
で
だ
い
た
い
作
る
野

菜
は
同
じ
も
の
で
す
。
苗
や
種
を
分
け
合
っ

て
い
ま
す
の
で
、
昔
な
が
ら
の
品
種
が
残
っ

て
い
ま
す
。
サ
ト
イ
モ
を
食
べ
な
い
で
種

芋
に
保
存
し
、
も
し
腐
っ
て
も
近
所
の
人

か
ら
貰
え
ま
し
た
。
サ
ト
イ
モ
は
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
小
ぶ
り
で
す
が
、
柔
ら
か
く

美
味
し
い
で
す
。
八ヤ

ツ
ガ
シ
ラ頭も
種
芋
を
買
っ
て

く
る
の
で
は
な
く
、
誰
か
作
っ
て
い
る
人

か
ら
分
け
て
も
ら
い
ま
す
。

小
　
ミ
ニ
ト
マ
ト
は
種
か
ら
苗
に
し
た
も
の
を

分
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

杉
　
種
と
り
ま
で
さ
れ
て
つ
な
い
で
い
く
の
で

す
ね
。

民
　
不
便
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
も
ら
い
合
っ
て
、

そ
れ
を
植
え
て
食
べ
る
し
か
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
苦
肉
の
策
で
す
。

杉
　
結
果
と
し
て
伝
統
野
菜
と
し
て
、
一
番
良
い
、

美
味
し
い
種
が
選
別
さ
れ
て
残
っ
て
き
た
と
。

民
　
茶
が
ゆ
に
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
を
入
れ
て
か

さ
増
し
し
て
食
べ
ま
し
た
。

小
　
今
は
体
力
も
衰
え
、
足
も
悪
く
て
、
だ
ん
だ

ん
と
畑
が
大
変
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

杉
　
何
人
く
ら
い
住
ん
で
お
ら
れ
ま
す
か
。

小
　
60
戸
く
ら
い
で
、ほ
と
ん
ど
一
人
暮
ら
し
で
す
。

自
分
の
と
こ
ろ
で
食
べ
る
分
を
作
っ
て
、

時
々
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

民
　
食
べ
き
れ
な
い
も
の
や
間
引
い
た
も
の
を

分
け
て
い
ま
す
。
高
齢
化
し
て
種
を
ポ
ッ

ト
で
育
て
て
か
ら
植
え
る
方
法
に
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

小
　
白
菜
を
ポ
ッ
ト
で
植
え
る
よ
う
に
し
て
か
ら

あ
る
程
度
ま
で
は
よ
く
育
つ
の
で
す
が
、
そ

れ
か
ら
葉
が
茶
色
く
枯
れ
た
よ
う
に
な
り
ま

す
。
土
の
状
態
を
誰
か
に
調
べ
て
い
た
だ
け

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
直じ

か
ま
き播
の
時
は
良

杉
　
一
人
で
し
て
い
ま
し
た
が
、70
枚
あ
る
の
で
。

小
　
今
は
何
人
で
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

杉
　
６
年
前
ま
で
一
人
で
し
た
。
一
人
で
で
き
な

く
な
っ
て
き
て
、
酒
の
フ
ァ
ン
の
人
、
里
山

が
好
き
な
人
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
声
を

か
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、今
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
毎
年
の
べ
2
0
0
〜
3
0
0
人
作
業

に
来
て
く
れ
ま
す
。
重
要
な
作
業
を
手
伝
っ

て
く
れ
て
、
お
金
を
払
っ
て
で
も
来
た
い

と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。

小
　
稲
刈
り
や
そ
の
他
の
作
業
は
機
械
を
使
わ

れ
ま
す
か
。

杉
　
イ
ベ
ン
ト
の
形
で
、
手
作
業
で
す
。

小
　
私
た
ち
は
家
庭
菜
園
の
百
姓
で
す
。
自
給
自

足
。
今
も
雪
に
覆
わ
れ
て
、
び
っ
く
り
す
る

ほ
ど
狭
い
畑
で
す
。
そ
れ
で
も
手
一
杯
で
す
。

民
　
斜
面
で
、
芋
を
掘
っ
て
、
そ
こ
ら
へ
ん
に
置

こ
う
と
し
て
も
転
が
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ

か
ら
道
路
に
落
ち
て
、
ず
っ
と
見
て
い
ま

し
た
、
ど
こ
ま
で
い
く
の
か
と
。

杉
　
そ
れ
は
ご
く
大
変
で
す
ね
。
斜
面
は
排
水
が

と
て
も
良
い
で
す
。
確
か
に
大
雨
が
降
る

と
土
は
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

小
　
必
ず
返
し
打
ち
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

養
分
も
全
部
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

杉
　
十
津
川
の
傾
斜
地
で
は
ヤ
マ
ト
ト
ウ
キ
な

ど
の
薬
草
を
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
薬
草

は
作
ら
れ
な
い
の
で
す
か
。

民
　
食
べ
る
た
め
の
小
さ
な
畑
を
作
る
の
で
精

一
杯
で
す
。

小
　
肥
料
は
何
を
使
っ
て
い
ま
す
か
。

杉
　
化
成
肥
料
は
一
切
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
刈
っ

た
草
を
集
め
て
堆
肥
に
し
て
い
ま
す
。
先

ほ
ど
出
荷
し
て
き
た
ニ
ン
ジ
ン
は
肥
料
の

堆
肥
も
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
石
灰
も
鶏

糞
も
撒
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
良
い
ニ
ン
ジ

ン
が
で
き
ま
し
た
。
な
ぜ
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
あ
ま
り
肥
料
や
ら
ず
と
も
で
き
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
土
づ
く
り
の
成
果
か
も

し
れ
な
い
ま
せ
ん
。
前
年
に
同
じ
土
で
長

ネ
ギ
を
作
っ
た
時
に
鶏
糞
を
少
し
入
れ
た

く
ら
い
で
す
。

小
　
体
力
も
な
い
の
で
堆
肥
用
の
草
も
刈
れ
ま
せ
ん
。

杉
　
悩
み
事
と
し
て
有
機
物
を
集
め
る
の
が
大

変
な
の
で
い
つ
ま
で
も
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

で
き
る
だ
け
肥
料
を
使
わ
な
く
て
も
育
つ

よ
う
に
、
化
学
肥
料
が
値
上
が
り
し
て
き

た
の
で
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
考
え
て
い

ま
す
。
３
年
前
、
ウ
ン
カ
が
大
発
生
し
て

奈
良
県
に
大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

小
　
米
を
作
っ
て
い
な
い
の
で
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

杉
　
周
辺
の
稲
は
枯
れ
て
い
る
の
に
な
ぜ
か
私

の
と
こ
ろ
は
被
害
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

同
じ
く
有
機
農
業
に
取
り
組
む
仲
間
の
と

こ
ろ
も
ほ
と
ん
ど
被
害
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

民
　
大
き
く
て
立
派
な
野
菜
じ
ゃ
な
く
て
も
美

味
し
か
っ
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

ラ
ベ
ル
に「
形
は
悪
い
け
ど
美
味
し
い
」「
こ

う
い
う
と
こ
ろ
が
苦
労
し
ま
し
た
」
な
ど

い
っ
ぱ
い
書
き
添
え
た
い
。
そ
れ
を
伝
え

る
機
会
が
あ
れ
ば
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

杉
　
先
ほ
ど
話
題
に
し
た
直
売
所
は
全
員
が
組

合
員
な
の
で
販
売
者
が
生
産
者
の
こ
と
を

伝
え
ら
れ
ま
す
。
若
手
の
生
産
者
も
た
く

さ
ん
い
て
、
彼
ら
彼
女
ら
は
面
白
い
野
菜

を
作
り
ま
す
。
普
通
の
市
場
で
は
売
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
う
い
う
の
を
求
め
る
お
客
さ

ん
が
集
ま
り
ま
す
。
単
価
も
２
〜
３
割
増

で
す
。
そ
の
分
、
農
薬
を
使
っ
て
な
い
と

い
っ
た
付
加
価
値
が
あ
り
ま
す
。
今
借
り

て
い
る
と
こ
ろ
は
源
流
で
一
切
混
ざ
り
気

の
な
い
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。
皆
そ
れ
を

飲
ん
で
い
る
の
を
見
て
農
薬
を
や
め
ま
し

た
。
除
草
剤
も
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
農
業

に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
方
た
ち
と
こ
の
水

で
、
こ
こ
で
作
る
酒
は
ぜ
っ
た
い
に
美
味
し

い
、
そ
う
い
う
見
え
な
い
価
値
が
あ
る
と
思

い
ま
し
た
。

聞
き
手
　
奥
田
　
絵
（
一
般
社
団
法
人
わ
か
か
み

ら
い
ふ
・
や
ま
い
き
市
）

文
字
起   

上
西 

由
恵
（
森
と
水
の
源
流
館
）

小
　
昔
、薬
草
も
作
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

サ
フ
ラ
ン
？
気
付
け
薬
に
な
る
赤
い
め
し

べ
か
お
し
べ
か
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

杉
　
食
べ
物
以
外
に
も
身
の
回
り
で
必
要
な
も

の
を
自
給
自
足
さ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

小
　
畑
も
広
く
、
毎
日
の
よ
う
に
母
親
が
畑
へ
行

き
ま
し
た
。
今
は
1
/
2
〜
1
/
3
も
な

い
ほ
ど
に
減
ら
し
ま
し
た
。

杉
　
家
族
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し
た
か
。

小
　
大
お
じ
い
さ
ん
、
大
お
ば
あ
さ
ん
、
そ
れ
か

ら
子
ど
も
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

杉
　
米
が
と
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た

が
、
小
さ
い
子
ど
も
も
い
て
、
蕎
麦
ば
か

り
食
べ
る
わ
け
に
い
か
な
い
で
す
が
、
米

は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。
仕
入
れ
さ

れ
た
り
、
買
い
に
行
か
れ
た
り
し
ま
し
た

か
。

小
　
農
協
で
買
い
ま
し
た
。

民
　
か
つ
て
は
米
を
買
う
お
金
が
な
い
の
で
、
山

の
権
利
や
、
炭
・
薪
木
な
ど
を
売
っ
て
現

金
を
得
ま
し
た
。

杉
　
杉
、桧
が
多
い
で
す
が
、雑
木
も
か
な
り
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

民
　
雑
木
を
炭
に
し
て
売
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

小
　
現
在
は
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
、
水
菜
、
春
菊
、

白
菜
、
大
根
、
ニ
ン
ジ
ン
、
チ
ン
ゲ
ン
サ
イ
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
レ
タ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
タ

マ
ネ
ギ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、

エ
ン
ド
ウ
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。

民
　
と
れ
た
て
は
美
味
し
い
で
す
。
こ
こ
２
〜
３

れ
ま
す
が
、
昔
は
食
糧
の
た
め
に
ど
こ
の
家

で
も
蕎
麦
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

杉
　
長
野
県
と
同
じ
事
情
で
す
ね
。
長
野
県
も
米

が
で
き
な
い
の
で
蕎
麦
の
文
化
で
す
ね
。

小
　
食
べ
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
作
り

ま
し
た
。
今
の
蕎
麦
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
蕎
麦
が
き
の
よ
う
に
団
子
に
し
て

食
べ
ま
し
た
。
美
味
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
米
を
食
べ
た
か
っ
た
で
す
が
、
蕎
麦
か

麦
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

杉
　
ち
な
み
に
、
な
ぜ
米
が
で
き
な
い
の
で
す
か
。

小
　
平
ら
で
は
な
く
、
水
を
溜
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

杉
　
田
ん
ぼ
は
あ
る
の
で
す
か
。

民
　
い
い
え
、
あ
り
ま
せ
ん
、

小
　
一
ヵ
所
だ
け
、
大
滝
地
区
に
あ
っ
た
と
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

民
　
作
ら
れ
て
い
る
酒
米
の
品
種
は
山
田
錦
で
す
か。

杉
　
秋あ

き
つ
ほ
津
穂
と
い
う
奈
良
県
で
40
〜
50
年
前
か
ら

推
奨
さ
れ
て
い
る
品
種
を
作
っ
て
い
ま
す
。

民
　
大
阪
か
ら
来
ら
れ
て
よ
く
そ
れ
に
た
ど
り

着
か
れ
ま
し
た
ね
。

杉
　
御
所
の
酒
蔵
と
契
約
し
て
い
て
、
13
年
前
か

な
、
地
元
で
秋あ

き
つ
ほ
津
穂
を
作
る
人
を
探
し
て

い
た
の
で
、
手
を
上
げ
ま
し
た
。
今
ま
で

コ
シ
ヒ
カ
リ
な
ど
作
り
ま
し
た
が
、
全
部

や
め
て
秋あ

き
つ
ほ
津
穂
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。
酒

用
に
使
え
る
し
、
食
べ
る
こ
と
も
も
ち
ろ

ん
で
き
ま
す
。

民
　
そ
れ
は
だ
れ
か
人
を
雇
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す

か
、
お
一
人
で
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

か
っ
た
で
す
。

杉
　
直じ

か
ま
き播
は
強
い
で
す
、
と
く
に
白
菜
は
。

民
　
や
は
り
直じ

か
ま
き播
が
い
い
で
す
か
？

杉
　
初
め
は
虫
に
や
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
で

す
が
、
直じ

か
ま
き播
の
ほ
う
が
強
い
。
品
種
を
変

え
て
み
る
の
も
一
つ
の
手
で
す
。
昔
な
が

ら
の
品
種
は
病
気
で
す
ぐ
や
ら
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

小
　
ど
ん
な
種
を
蒔
い
て
い
ま
す
か
。

杉
　
白
菜
は
基
本
的
に
買
っ
て
き
た
種
で
す
。
豆

は
種
と
り
し
ま
す
。

民
　
豆
は
直じ

か
ま
き播
で
す
か
。

杉
　
直じ

か
ま
き播
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
効
率
が
良

い
の
で
ポ
ッ
ト
苗
を
植
え
て
い
ま
す
。
種
と

り
し
た
ほ
う
が
面
白
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
す
。

民
　
大
根
の
種
を
と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
き

か
っ
た
り
、
短
く
て
太
か
っ
た
り
、
不
揃

い
の
も
の
が
で
き
る
の
で
種
を
買
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

杉
　
奈
良
の
伝
統
野
菜
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
市
販
の
種
や
苗
の
よ
う
に
均

一
の
も
の
が
で
き
ず
ク
レ
ー
ム
に
な
り
ま

し
た
。
今
は
地
元
の
自
分
た
ち
の
直
売
所

で
売
っ
て
い
ま
す
。

民
　
種
を
選
ぶ
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
か
。
例

え
ば
、キ
ュ
ウ
リ
は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

杉
　
90
歳
く
ら
い
の
地
元
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら

白
い
キ
ュ
ウ
リ
の
種
を
も
ら
い
ま
し
た
。
貴

重
な
も
の
な
の
で
ず
っ
と
つ
な
い
で
い
っ

て
ほ
し
い
と
。
モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
な
ど
種
と
り

し
や
す
い
、
作
り
や
す
い
も
の
だ
け
で
も

種
を
継
い
で
い
き
た
い
と
、
お
二
人
の
話

を
聞
い
て
思
い
ま
し
た
。

小
　
な
か
な
か
手
間
が
か
か
り
ま
す
。

杉
小
民
い
つ
の
間
に
か
花
が
終
わ
っ
て
種
が
弾

け
た
り
、
種
を
干
し
て
い
る
時
に
雨
が
降
っ

て
き
た
り
、
種
用
に
残
し
て
い
る
せ
い
で
畑

が
だ
ら
し
な
く
見
え
た
り
し
ま
す
ね
。

御
所
市
の
里
山
で
無
農
薬
の
酒
米
や
野
菜
を
栽
培
し
て
い
る

杉
浦
農
園
代
表 

杉
浦 

英
二
さ
ん
と

川
上
村
の
寒
暖
差
を
利
用
し
て
野
菜
づ
く
り
を
し
て
い
る

小
泉 

東
輝
興
さ
ん
・
民
辻 

道
子
さ
ん
に

対
談
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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 小泉さん 民辻さん 杉浦さん

野
菜
と
暮
ら
す•

里
を
育
て
る

第
43
回 

源
流
の
主
役
た
ち         

「
源
流
人
」さ
ん
に
聞
き
ま
し
た 

杉
浦
さ
ん
（
以
下
、
杉
）
米
、
野
菜
、
最
近
は
蕎

麦
も
作
っ
て
い
ま
す
。
急
傾
斜
の
棚
田
の

荒
れ
て
い
る
畑
（
耕
作
放
棄
地
）
を
は
じ
め

は
１
枚
借
り
て
、
草
を
全
部
刈
っ
て
使
え
る

よ
う
に
し
て
そ
れ
か
ら
20
年
経
ち
ま
し
た
。

小
泉
（
以
下
、
小
）
大
変
で
し
た
で
し
ょ
う
ね
。

杉
　
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
依
頼
さ
れ
、
耕
作
放
棄

地
に
手
を
入
れ
、
今
は
70
枚
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
1
/
3
が
米
、
1
/
3
が

野
菜
、
残
り
1
/
3
が
未
着
手
の
放
棄
地

で
木
や
竹
が
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
簡
単

に
元
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
田

ん
ぼ
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
水
を
入
れ

て
も
溜
め
ら
れ
な
い
、
崩
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
長
い
間
放
棄
さ

れ
て
い
る
の
で
源
流
か
ら
の
水
路
が
全
部

壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
５
年

く
ら
い
前
か
ら
蕎
麦
を
収
穫
し
て
い
ま
す
。

小
　
蕎
麦
は
人
気
で
す
ね
。

民
辻
さ
ん
（
以
下
、
民
）　
蕎
麦
は
痩
せ
地
で
も

で
き
ま
す
。

小
　
米
を
作
れ
な
い
土
地
が
ら
な
の
で
食
糧
の

足
し
に
、
私
の
家
で
も
、
昔
、
蕎
麦
と
ゴ
マ
、

オ
オ
ム
ギ
、
コ
ム
ギ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
た

く
さ
ん
作
っ
て
い
ま
し
た
。

杉
　
食
糧
と
し
て
蕎
麦
を
作
っ
て
た
い
た
の
で
す
か
。

民
　
自
分
の
と
こ
ろ
で
食
べ
る
分
だ
け
で
す
。
挽
き

臼
で
粉
に
し
ま
し
た
。
標
高
約
6
0
0
m

な
の
で
気
温
が
低
く
米
が
作
れ
ま
せ
ん
。

今
は
北
海
道
の
よ
う
な
寒
い
と
こ
ろ
で
も
作

年
で
サ
ル
の
被
害
で
や
め
た
種
類
も
あ
り
ま

す
。
シ
カ
、
ア
ナ
グ
マ
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
も
出

ま
す
。
狭
い
集
落
な
の
で
だ
い
た
い
作
る
野

菜
は
同
じ
も
の
で
す
。
苗
や
種
を
分
け
合
っ

て
い
ま
す
の
で
、
昔
な
が
ら
の
品
種
が
残
っ

て
い
ま
す
。
サ
ト
イ
モ
を
食
べ
な
い
で
種

芋
に
保
存
し
、
も
し
腐
っ
て
も
近
所
の
人

か
ら
貰
え
ま
し
た
。
サ
ト
イ
モ
は
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
小
ぶ
り
で
す
が
、
柔
ら
か
く

美
味
し
い
で
す
。
八ヤ

ツ
ガ
シ
ラ頭も
種
芋
を
買
っ
て

く
る
の
で
は
な
く
、
誰
か
作
っ
て
い
る
人

か
ら
分
け
て
も
ら
い
ま
す
。

小
　
ミ
ニ
ト
マ
ト
は
種
か
ら
苗
に
し
た
も
の
を

分
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

杉
　
種
と
り
ま
で
さ
れ
て
つ
な
い
で
い
く
の
で

す
ね
。

民
　
不
便
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
も
ら
い
合
っ
て
、

そ
れ
を
植
え
て
食
べ
る
し
か
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
苦
肉
の
策
で
す
。

杉
　
結
果
と
し
て
伝
統
野
菜
と
し
て
、
一
番
良
い
、

美
味
し
い
種
が
選
別
さ
れ
て
残
っ
て
き
た
と
。

民
　
茶
が
ゆ
に
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
を
入
れ
て
か

さ
増
し
し
て
食
べ
ま
し
た
。

小
　
今
は
体
力
も
衰
え
、
足
も
悪
く
て
、
だ
ん
だ

ん
と
畑
が
大
変
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

杉
　
何
人
く
ら
い
住
ん
で
お
ら
れ
ま
す
か
。

小
　
60
戸
く
ら
い
で
、ほ
と
ん
ど
一
人
暮
ら
し
で
す
。

自
分
の
と
こ
ろ
で
食
べ
る
分
を
作
っ
て
、

時
々
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

民
　
食
べ
き
れ
な
い
も
の
や
間
引
い
た
も
の
を

分
け
て
い
ま
す
。
高
齢
化
し
て
種
を
ポ
ッ

ト
で
育
て
て
か
ら
植
え
る
方
法
に
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

小
　
白
菜
を
ポ
ッ
ト
で
植
え
る
よ
う
に
し
て
か
ら

あ
る
程
度
ま
で
は
よ
く
育
つ
の
で
す
が
、
そ

れ
か
ら
葉
が
茶
色
く
枯
れ
た
よ
う
に
な
り
ま

す
。
土
の
状
態
を
誰
か
に
調
べ
て
い
た
だ
け

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
直じ

か
ま
き播
の
時
は
良

杉
　
一
人
で
し
て
い
ま
し
た
が
、70
枚
あ
る
の
で
。

小
　
今
は
何
人
で
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

杉
　
６
年
前
ま
で
一
人
で
し
た
。
一
人
で
で
き
な

く
な
っ
て
き
て
、
酒
の
フ
ァ
ン
の
人
、
里
山

が
好
き
な
人
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
声
を

か
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、今
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
毎
年
の
べ
2
0
0
〜
3
0
0
人
作
業

に
来
て
く
れ
ま
す
。
重
要
な
作
業
を
手
伝
っ

て
く
れ
て
、
お
金
を
払
っ
て
で
も
来
た
い

と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。

小
　
稲
刈
り
や
そ
の
他
の
作
業
は
機
械
を
使
わ

れ
ま
す
か
。

杉
　
イ
ベ
ン
ト
の
形
で
、
手
作
業
で
す
。

小
　
私
た
ち
は
家
庭
菜
園
の
百
姓
で
す
。
自
給
自

足
。
今
も
雪
に
覆
わ
れ
て
、
び
っ
く
り
す
る

ほ
ど
狭
い
畑
で
す
。
そ
れ
で
も
手
一
杯
で
す
。

民
　
斜
面
で
、
芋
を
掘
っ
て
、
そ
こ
ら
へ
ん
に
置

こ
う
と
し
て
も
転
が
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ

か
ら
道
路
に
落
ち
て
、
ず
っ
と
見
て
い
ま

し
た
、
ど
こ
ま
で
い
く
の
か
と
。

杉
　
そ
れ
は
ご
く
大
変
で
す
ね
。
斜
面
は
排
水
が

と
て
も
良
い
で
す
。
確
か
に
大
雨
が
降
る

と
土
は
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

小
　
必
ず
返
し
打
ち
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

養
分
も
全
部
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

杉
　
十
津
川
の
傾
斜
地
で
は
ヤ
マ
ト
ト
ウ
キ
な

ど
の
薬
草
を
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
薬
草

は
作
ら
れ
な
い
の
で
す
か
。

民
　
食
べ
る
た
め
の
小
さ
な
畑
を
作
る
の
で
精

一
杯
で
す
。

小
　
肥
料
は
何
を
使
っ
て
い
ま
す
か
。

杉
　
化
成
肥
料
は
一
切
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
刈
っ

た
草
を
集
め
て
堆
肥
に
し
て
い
ま
す
。
先

ほ
ど
出
荷
し
て
き
た
ニ
ン
ジ
ン
は
肥
料
の

堆
肥
も
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
石
灰
も
鶏

糞
も
撒
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
良
い
ニ
ン
ジ

ン
が
で
き
ま
し
た
。
な
ぜ
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
あ
ま
り
肥
料
や
ら
ず
と
も
で
き
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
土
づ
く
り
の
成
果
か
も

し
れ
な
い
ま
せ
ん
。
前
年
に
同
じ
土
で
長

ネ
ギ
を
作
っ
た
時
に
鶏
糞
を
少
し
入
れ
た

く
ら
い
で
す
。

小
　
体
力
も
な
い
の
で
堆
肥
用
の
草
も
刈
れ
ま
せ
ん
。

杉
　
悩
み
事
と
し
て
有
機
物
を
集
め
る
の
が
大

変
な
の
で
い
つ
ま
で
も
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

で
き
る
だ
け
肥
料
を
使
わ
な
く
て
も
育
つ

よ
う
に
、
化
学
肥
料
が
値
上
が
り
し
て
き

た
の
で
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
考
え
て
い

ま
す
。
３
年
前
、
ウ
ン
カ
が
大
発
生
し
て

奈
良
県
に
大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

小
　
米
を
作
っ
て
い
な
い
の
で
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

杉
　
周
辺
の
稲
は
枯
れ
て
い
る
の
に
な
ぜ
か
私

の
と
こ
ろ
は
被
害
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

同
じ
く
有
機
農
業
に
取
り
組
む
仲
間
の
と

こ
ろ
も
ほ
と
ん
ど
被
害
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

民
　
大
き
く
て
立
派
な
野
菜
じ
ゃ
な
く
て
も
美

味
し
か
っ
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

ラ
ベ
ル
に「
形
は
悪
い
け
ど
美
味
し
い
」「
こ

う
い
う
と
こ
ろ
が
苦
労
し
ま
し
た
」
な
ど

い
っ
ぱ
い
書
き
添
え
た
い
。
そ
れ
を
伝
え

る
機
会
が
あ
れ
ば
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

杉
　
先
ほ
ど
話
題
に
し
た
直
売
所
は
全
員
が
組

合
員
な
の
で
販
売
者
が
生
産
者
の
こ
と
を

伝
え
ら
れ
ま
す
。
若
手
の
生
産
者
も
た
く

さ
ん
い
て
、
彼
ら
彼
女
ら
は
面
白
い
野
菜

を
作
り
ま
す
。
普
通
の
市
場
で
は
売
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
う
い
う
の
を
求
め
る
お
客
さ

ん
が
集
ま
り
ま
す
。
単
価
も
２
〜
３
割
増

で
す
。
そ
の
分
、
農
薬
を
使
っ
て
な
い
と

い
っ
た
付
加
価
値
が
あ
り
ま
す
。
今
借
り

て
い
る
と
こ
ろ
は
源
流
で
一
切
混
ざ
り
気

の
な
い
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。
皆
そ
れ
を

飲
ん
で
い
る
の
を
見
て
農
薬
を
や
め
ま
し

た
。
除
草
剤
も
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
農
業

に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
方
た
ち
と
こ
の
水

で
、
こ
こ
で
作
る
酒
は
ぜ
っ
た
い
に
美
味
し

い
、
そ
う
い
う
見
え
な
い
価
値
が
あ
る
と
思

い
ま
し
た
。

聞
き
手
　
奥
田
　
絵
（
一
般
社
団
法
人
わ
か
か
み

ら
い
ふ
・
や
ま
い
き
市
）

文
字
起   

上
西 

由
恵
（
森
と
水
の
源
流
館
）

小
　
昔
、薬
草
も
作
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

サ
フ
ラ
ン
？
気
付
け
薬
に
な
る
赤
い
め
し

べ
か
お
し
べ
か
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

杉
　
食
べ
物
以
外
に
も
身
の
回
り
で
必
要
な
も

の
を
自
給
自
足
さ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

小
　
畑
も
広
く
、
毎
日
の
よ
う
に
母
親
が
畑
へ
行

き
ま
し
た
。
今
は
1
/
2
〜
1
/
3
も
な

い
ほ
ど
に
減
ら
し
ま
し
た
。

杉
　
家
族
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し
た
か
。

小
　
大
お
じ
い
さ
ん
、
大
お
ば
あ
さ
ん
、
そ
れ
か

ら
子
ど
も
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

杉
　
米
が
と
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た

が
、
小
さ
い
子
ど
も
も
い
て
、
蕎
麦
ば
か

り
食
べ
る
わ
け
に
い
か
な
い
で
す
が
、
米

は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。
仕
入
れ
さ

れ
た
り
、
買
い
に
行
か
れ
た
り
し
ま
し
た

か
。

小
　
農
協
で
買
い
ま
し
た
。

民
　
か
つ
て
は
米
を
買
う
お
金
が
な
い
の
で
、
山

の
権
利
や
、
炭
・
薪
木
な
ど
を
売
っ
て
現

金
を
得
ま
し
た
。

杉
　
杉
、桧
が
多
い
で
す
が
、雑
木
も
か
な
り
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

民
　
雑
木
を
炭
に
し
て
売
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

小
　
現
在
は
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
、
水
菜
、
春
菊
、

白
菜
、
大
根
、
ニ
ン
ジ
ン
、
チ
ン
ゲ
ン
サ
イ
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
レ
タ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
タ

マ
ネ
ギ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、

エ
ン
ド
ウ
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。

民
　
と
れ
た
て
は
美
味
し
い
で
す
。
こ
こ
２
〜
３

れ
ま
す
が
、
昔
は
食
糧
の
た
め
に
ど
こ
の
家

で
も
蕎
麦
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

杉
　
長
野
県
と
同
じ
事
情
で
す
ね
。
長
野
県
も
米

が
で
き
な
い
の
で
蕎
麦
の
文
化
で
す
ね
。

小
　
食
べ
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
作
り

ま
し
た
。
今
の
蕎
麦
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
蕎
麦
が
き
の
よ
う
に
団
子
に
し
て

食
べ
ま
し
た
。
美
味
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
米
を
食
べ
た
か
っ
た
で
す
が
、
蕎
麦
か

麦
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

杉
　
ち
な
み
に
、
な
ぜ
米
が
で
き
な
い
の
で
す
か
。

小
　
平
ら
で
は
な
く
、
水
を
溜
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

杉
　
田
ん
ぼ
は
あ
る
の
で
す
か
。

民
　
い
い
え
、
あ
り
ま
せ
ん
、

小
　
一
ヵ
所
だ
け
、
大
滝
地
区
に
あ
っ
た
と
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

民
　
作
ら
れ
て
い
る
酒
米
の
品
種
は
山
田
錦
で
す
か。

杉
　
秋あ

き
つ
ほ
津
穂
と
い
う
奈
良
県
で
40
〜
50
年
前
か
ら

推
奨
さ
れ
て
い
る
品
種
を
作
っ
て
い
ま
す
。

民
　
大
阪
か
ら
来
ら
れ
て
よ
く
そ
れ
に
た
ど
り

着
か
れ
ま
し
た
ね
。

杉
　
御
所
の
酒
蔵
と
契
約
し
て
い
て
、
13
年
前
か

な
、
地
元
で
秋あ

き
つ
ほ
津
穂
を
作
る
人
を
探
し
て

い
た
の
で
、
手
を
上
げ
ま
し
た
。
今
ま
で

コ
シ
ヒ
カ
リ
な
ど
作
り
ま
し
た
が
、
全
部

や
め
て
秋あ

き
つ
ほ
津
穂
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。
酒

用
に
使
え
る
し
、
食
べ
る
こ
と
も
も
ち
ろ

ん
で
き
ま
す
。

民
　
そ
れ
は
だ
れ
か
人
を
雇
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す

か
、
お
一
人
で
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

か
っ
た
で
す
。

杉
　
直じ

か
ま
き播
は
強
い
で
す
、
と
く
に
白
菜
は
。

民
　
や
は
り
直じ

か
ま
き播
が
い
い
で
す
か
？

杉
　
初
め
は
虫
に
や
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
で

す
が
、
直じ

か
ま
き播
の
ほ
う
が
強
い
。
品
種
を
変

え
て
み
る
の
も
一
つ
の
手
で
す
。
昔
な
が

ら
の
品
種
は
病
気
で
す
ぐ
や
ら
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

小
　
ど
ん
な
種
を
蒔
い
て
い
ま
す
か
。

杉
　
白
菜
は
基
本
的
に
買
っ
て
き
た
種
で
す
。
豆

は
種
と
り
し
ま
す
。

民
　
豆
は
直じ

か
ま
き播
で
す
か
。

杉
　
直じ

か
ま
き播
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
効
率
が
良

い
の
で
ポ
ッ
ト
苗
を
植
え
て
い
ま
す
。
種
と

り
し
た
ほ
う
が
面
白
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
す
。

民
　
大
根
の
種
を
と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
き

か
っ
た
り
、
短
く
て
太
か
っ
た
り
、
不
揃

い
の
も
の
が
で
き
る
の
で
種
を
買
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

杉
　
奈
良
の
伝
統
野
菜
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
市
販
の
種
や
苗
の
よ
う
に
均

一
の
も
の
が
で
き
ず
ク
レ
ー
ム
に
な
り
ま

し
た
。
今
は
地
元
の
自
分
た
ち
の
直
売
所

で
売
っ
て
い
ま
す
。

民
　
種
を
選
ぶ
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
か
。
例

え
ば
、キ
ュ
ウ
リ
は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

杉
　
90
歳
く
ら
い
の
地
元
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら

白
い
キ
ュ
ウ
リ
の
種
を
も
ら
い
ま
し
た
。
貴

重
な
も
の
な
の
で
ず
っ
と
つ
な
い
で
い
っ

て
ほ
し
い
と
。
モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
な
ど
種
と
り

し
や
す
い
、
作
り
や
す
い
も
の
だ
け
で
も

種
を
継
い
で
い
き
た
い
と
、
お
二
人
の
話

を
聞
い
て
思
い
ま
し
た
。

小
　
な
か
な
か
手
間
が
か
か
り
ま
す
。

杉
小
民
い
つ
の
間
に
か
花
が
終
わ
っ
て
種
が
弾

け
た
り
、
種
を
干
し
て
い
る
時
に
雨
が
降
っ

て
き
た
り
、
種
用
に
残
し
て
い
る
せ
い
で
畑

が
だ
ら
し
な
く
見
え
た
り
し
ま
す
ね
。

御
所
市
の
里
山
で
無
農
薬
の
酒
米
や
野
菜
を
栽
培
し
て
い
る

杉
浦
農
園
代
表 

杉
浦 

英
二
さ
ん
と

川
上
村
の
寒
暖
差
を
利
用
し
て
野
菜
づ
く
り
を
し
て
い
る

小
泉 

東
輝
興
さ
ん
・
民
辻 

道
子
さ
ん
に

対
談
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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・お雑煮を炊くときは男が火をつけるのが習慣
で、今年も景気が良いようにと願いを込めて、
燃える時にパチパチと音のする枝豆の剥き殻
で火をつけた。（御所市）

・元旦は白味噌でお餅を焼かずに入れたお雑煮
ですが、二日には水菜でお醤油味のお出汁で
焼いた角餅を入れて食べます。（紀の川市）

・正月の水汲み、火仕事は男性の仕事で、ニンジン
嫌いの祖父が雑煮を作っていたため、雑煮にニ
ンジンが入っていなかったのだと思う。(奈良市)

・両親が鹿児島県と熊本県出身なので、たぶん
九州地方の味付け、具材だと思われる。 鶏肉
は臭みが出るので、先に皮目を焼いてから鍋に
最初に入れる。（川上村）

・白菜とお餅だけのシンプルな雑煮をよく食べた｡
出汁はカツオのすましに追いカツオ節。(葛城市)

調査方法：SNSを用いて源流人会会員皆様へ尋ねました

　家々に一年の豊穣と幸せをもたらす年神様と一緒に食べるお雑煮は、豊かな暮しと自然の恵みをお祈り
するハレの日の食べ物です。お雑煮には地域ごとの自然や文化が反映されるため、地域性に富んでいます｡
たとえば、関西に多い白みそのお雑煮は、神様が好きな白みその味付け、餅が伸びることから長寿、それを
丸くして円満。人を現す頭芋と子孫繁栄を願って小芋を入れ、根菜類は地に根を張るという縁起を担いで
います。一方、調理に関しては共通点が多いようで、正月の水汲みや火仕事は男性の役目という意見がきか
れました。年神様は田の神や山の神になったご先祖様の霊が、お正月に家々に降りてきた姿とも言われま
す。お雑煮に多様性があれども、ご先祖様を大切にし、郷土の恵みでもてなす心は、全国共通なのだと感じ
ました。ご協力いただいたみなさまに感謝いたします。

(奈良市) (大淀町)

(大淀町)

(　　)内は居住地

(奈良市)

(奈良市)(吉野町)

(葛城市)

(香芝市)

(東吉野村)

（不明）

か
ら
、
遠
慮
せ
ん
と
洗
っ
て
。」
と
水
土
里
の
会

の
方
が
返
し
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
児
童
た

ち
は
一
斉
に
用
水
路
に
足
を
浸
け
て
い
た
。

稲
刈
り
体
験
で
は
、「
田
ん
ぼ
が
稲
で
覆
い
つ
く

さ
れ
て
る
！
田
植
え

の
時
と
全
然
違
う
」

と
感
嘆
の
声
が
漏
れ

て
い
た
。
指
で
つ
ま

ん
で
等
間
隔
に
植
え

た
苗
が
成
長
し
、
収

穫
時
期
に
は
両
腕
い

っ
ぱ
い
に
抱
え
る
ほ

ど
の
稲
に
な
っ
て
い

る
。
吉
野
川
の
き
れ
い
な
水
と
元
気
な
田
ん
ぼ
の

土
が
力
を
合
わ
せ
る
と
、
立
派
な
稲
が
育
つ
こ
と

を
児
童
た
ち
は
黄
金
色
に
染
ま
っ
た
交
流
水
田
か

ら
感
じ
取
っ
て
い
た
。

源
流
体
験
で
は
、
通
水
期
間
中
、
吉
野
川
の

水
を
大
和
平
野
に
安
定
し
て
供
給
し
続
け
る
た

め
に
貯
水
し
て
い
る
大
迫
ダ
ム
の
キ
ャ
ッ
ト
ウ
ォ
ー

ク
を
歩
く
こ
と
で
そ
の
大
き
さ
を
実
感
し
、
ダ
ム

職
員
か
ら
貯
水
量
、
大
雨
時
の
対
応
、
ダ
ム
の

水
の
使
わ
れ
方
の
説
明
を
聞
き
、
人
々
の
生
活

を
支
え
る
ダ
ム
の
役
割
り
を
知
っ
た
。

地
域
の
役
割
り
に
気
づ
く

様
々
な
体
験
を
通
し
て
水
の
つ
な
が
り
を
学
び
、

そ
の
中
で
得
た
気
づ
き
か
ら
、
児
童
た
ち
に
地
域

の
役
割
り
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
水
の
つ
な
が

り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
の
水
、
吉
野
川
分
水
や
か
ら
き
れ
い
な

水
や
ん
、
手
足
洗
う
の
に
使
え
る
ん
ち
ゃ
う

ん
？
」
田
植
え
体
験
後
、
手
足
に
つ
い
た
泥
を

落
す
手
洗
い
水
の
順
番
待
ち
を
し
て
い
た
児
童

が
、
道
路
を
挟
ん
だ
先
に
あ
る
用
水
路
を
流
れ

る
水
を
見
て
皆
に
提
案
し
た
。
「
で
も
ち
ょ
っ

と
違
う
な
ぁ
…
。
何
か
色
つ
い
て
る
。
」
川
上

村
で
見
た
水
の
色
と
若
干
異
な
る
事
に
気
づ
い

た
児
童
の
発
言
に
、
「
そ
の
色
は
、
栄
養
を
溶

か
し
込
ん
で
き

て
い
る
か
ら
や

で
。
で
も
、
全

然
手
足
洗
え
る

ぐ
ら
い
き
れ
い

や
ろ
？
そ
こ
で

洗
っ
た
泥
も
栄

養
と
し
て
他
の

田
ん
ぼ
に
行
く

お
か
げ
米
が
届
い
た
日

小
学
校
に
到
着
し

た
時
間
が
折
し
も
構

内
清
掃
の
時
間
と
重

な
っ
て
い
た
。
昇
降

口
を
清
掃
し
て
い
た

児
童
が
お
米
の
袋
を
抱
え
て
歩
く
我
々
を
見
つ

け
る
と
、
開
口
一
番
「
あ
っ
！
お
か
げ
米
や

‼
」
と
叫
ん
だ
。
そ
し
て
、
「
５
年
生
に
な
る
ま

で
楽
し
み
に
し
て
お
い
て
ほ
し
い
ん
や
け
ど
」

と
、
一
緒
に
清
掃
し
て
い
た
下
級
生
に
、
田
植

え
体
験
と
稲
刈
り
体
験
、
お
か
げ
米
を
説
明
し

始
め
る
の
だ
っ
た
。

お
か
げ
米
の
届
い
た
教
室
か
ら

自
分
達
が
植
え
た
細
か
っ
た
苗
が
、
水
土
里

の
会
の
方
々
の
管
理
に
よ
っ
て
豊
か
な
実
り

へ
と
成
長
し
た
こ
と
を
体
感
し
た
児
童
は
、

「
め
っ
ち
ゃ
重
た
い
！
」
「
き
れ
い
な
お

米
！
」
「
今
す
ぐ
食
べ
た
い
！
」
と
、
手
渡
さ

れ
た
お
か
げ
米
の
詰
ま
っ
た
袋
を
抱
き
か
か
え

な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
感
想
を
述
べ
て
い
た
。
そ

し
て
、
「
農
家
さ
ん
の
お
か
げ
で
で
き
た
お

米
、
絶
対
美
味
し
い
お
米
や
か
ら
、
一
粒
も
無

駄
に
せ
ん
と
こ
な
。
」
と
い
う
発
言
に
、
ク
ラ

ス
中
が
頷
い
て
い
た
。

い
よ
い
よ
お
か
げ
米
が
児
童
た
ち
の
口
に
入

る
。
調
理
実
習
の
日
、
先
生
か
ら
「
今
日
使
う

お
米
は
大
和
平
野
か
ら
届
い
た
お
か
げ
米
で

す
。
皆
さ
ん
が
植
え
、
農
家
さ
ん
が
一
生
懸
命

育
て
て
く
だ
さ
っ
た
お
米
な
の
で
、
美
味
し
く

頂
き
ま
し
ょ
う
。」
と
告
げ
ら
れ
た
。
お
か
ず
の

調
理
の
合
間
、
何

度
も
鍋
の
様
子
を

見
な
が
ら
調
理
実

習
は
進
み
、
そ
し

て
つ
い
に
炊
き
あ

が
る
。
児
童
達
は

こ
ぞ
っ
て
鍋
の
様

子
を
確
認
し
た
。

そ
の
眼
差
し
は
真

剣
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

炊
き
あ
が
っ
た
お
か
げ
米
を
口
に
含
ん
だ
瞬

間
、「
も
ち
も
ち
し
て
て
、
お
米
が
甘
い
！
」

「
美
味
し
い
お
米
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。」「
自
分
が
収
穫
し
た
お
米
が
こ
ん
な
に

美
味
し
い
な
ん
て
。
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
農

家
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

口
々
に
感
想
を
述
べ
る
児
童
た
ち
。
先
生
が

足
り
な
く
な
っ
た
時
の
た
め
に
炊
飯
器
で
炊

い
て
く
れ
て
い
た
お
か
げ
米
も
あ
っ
と
い
う

間
に
児
童
の
胃
袋
へ
収
ま
っ
て
い
っ
た
。教
室

に
残
っ
て
い
る
の
は
水
土
里
の
会
の
方
へ
の

感
謝
と
児
童
た
ち
の
笑
顔
だ
っ
た
。

水
が
つ
な
げ
る
食
と
人

大
和
平
野
が
あ
る
お
か
げ
で
豊
か
な
食
卓

が
生
ま
れ
、
水
源
地
の
村
の
お
か
げ
で
安
定

し
た
営
農
が
で
き
る
。
お
か
げ
さ
ま
で
今
年

も
…
水
が
つ
な
げ
る
食
は
人
と
人
、
地
域
と

地
域
を
互
い
に
思
う
心
を
育
て
る
。
水
が
つ

な
げ
る
ご
縁
は
様
々
に
姿
を
変
え
、
こ
れ
か

ら
も
続
い
て
い
く
。

　完
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吉野川・紀の川流域の遺跡

展示中の千本杵

金峯山寺の花供千本搗き
写真提供：総本山金峯山寺

十津川村平谷の餅搗き踊り（戦前）

開館10周年記念行事の千本搗き（2012年4月29日）と音頭を取る松本修さん（右）

こ
の
機
関
誌
の
紙
面
で
も
何
度
も
触
れ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
令
和
4
年
度
は
森
と

水
の
源
流
館
と
公
益
財
団
法
人 

吉
野
川
紀
の

川
源
流
物
語
の
20
周
年
の
年
で
し
た
。
そ
の
年

度
も
終
わ
り
に
近
づ
き
、
気
持
ち
は
新
年
度
に

突
入
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
10
年
が

経
っ
て
30
周
年
を
迎
え
る
と
き
、
私
は
も
う
振

り
返
る
立
場
に
は
居
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

大
変
勝
手
な
が
ら
こ
の
記
念
イ
ヤ
ー
の
取
組
み

か
ら
少
し
振
り
返
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

決
し
て
派
手
な
記
念
行
事
は
や
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
20
年
間
の
重
み
と
意
義
を
あ
ら
た
め

て
お
伝
え
す
る
一
年
間
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
て
い
た
だ
い

た
方
々
、
か
か
わ
り
、
支
え
て
い
た
だ
い
た

方
々
が
い
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
価
値
の
あ
る

時
を
積
み
重
ね
て
こ
れ
た
と
実
感
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

記
念
イ
ヤ
ー
に
向
け
て
、
森
と
水
の
源
流
館

の
展
示
を
一
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。
そ
の
検
討
は

実
は
5
年
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

影
響
で
、
展
示
手
法
に
も
大
き
く
発
想
の
転
換

が
求
め
ら
れ
、
換
気
や
W
i
-F
i
設
備
な
ど
も

加
え
、
当
初
計
画
を
見
直
し
ま
し
た
。
そ
の
頃

に
E
S
D（
持
続
可
能
な
未
来
を
担
う
人
づ
く
り

の
教
育
）
の
研
究
会
で「
説
明
・
納
得
型
」で
な
く

「
発
問
・
対
話
型
」の
重
要
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
、
新
し
い
展
示
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

一
番
大
き
く
表
現
し
た
の
は「
あ
り
が
と
う
」

の
文
字
で
す
。
源
流
か
ら
海
へ
、
海
か
ら
山
へ
、

流
域
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
お
か
げ
」
が
あ
り
、

川
と
水
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
20
年
間
の
活
動

で
何
度
も
聴
い
た
り
、
伝
え
た
り
し
て
き
た
言
葉

が
「
あ
り
が
と
う
」
で
す
。
そ
の
こ
と
を
み
ん

な
で
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

「
あ
り
が
と
う
」
を
交
わ
す
場
面
を
想
像
す
る

と
、
水
と
人
の
行
き
来
が
見
え
て
く
る
と
思
い

ま
す
。「
き
れ
い
な
水
を
あ
り
が
と
う
」「
山
を

守
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」「
一
生
懸
命
、
米

や
野
菜
を
育
て
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」「
お
い

し
い
魚
を
あ
り
が
と
う
」…
吉
野
川
紀
の
川
で

の
〝
つ
な
が
り
〞
に
気
が
つ
い
て
い
た
だ
け
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
5
年
、
10
年
、

こ
こ
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
「
あ
り
が
と
う
」
が

響
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。「
あ
り
が
と
う
」

で
つ
な
が
れ
ば
、
き
っ
と
争
い
も
消
え
る
は
ず
。

公益財団法人 吉野川紀の川源流物語
事務局長　尾上忠大

食
物
に
関
す
る
信
仰
に
は
、
神
仏
に
食
物
を

供
え
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
神
仏
の
力
を
得

る
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
年
の
豊
か

な
実
り
を
祈
り
な
が
ら
、
蔵
王
権
現
に
お
供
え

し
、
人
々
に
無
病
息
災
を
も
た
ら
す
餅
を
搗
く

千
本
搗
き
は
重
要
な
宗
教
行
事
で
し
た
。

同
時
に
餅
搗
き
は
楽
し
い
催
し
で
す
。
皆
で

餅
を
搗
き
、
共
に
食
べ
る
こ
と
で
人
と
人
と
の

絆
を
深
め
て
く
れ
ま
す
。
十
津
川
村
指
定
無
形

民
俗
文
化
財
「
餅
搗
き
踊
り
」
も
千
本
搗
き
が

民
俗
芸
能
化
し
た
も
の
で
、
餅
搗
き
が
持
っ
て

い
る
そ
う
し
た
役
割
を
表
し
て
い
ま
す
。

森
と
水
の
源
流
館
に
は
長
さ
３
ｍ
程
の
棒
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
千せ
ん
ぼ
ん
づ

本
搗
き
で
使

う
千
本
杵
と
い
う
竪
杵
で
す
。

千
本
搗
き
は
複
数
の
人
が
つ
き
手
と
な
る
餅

搗
き
で
、
吉
野
山
の
金き
ん
ぷ
せ
ん
じ

峯
山
寺
の
花は
な
く
え
し
き

供
会
式

（
花は
な
く
せ
ん
ぽ
う
え

供
懺
法
会
）
の
も
の
が
有
名
で
す
。
平
安

時
代
に
諸
国
か
ら
寄
進
さ
れ
た
お
米
で
搗
い
た

餅
を
蔵
王
権
現
に
供
え
、
人
々
に
も
分
け
与
え

た
の
が
由
来
と
さ
れ
、
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
そ
の

年
は
無
病
息
災
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
４
月
に
蔵
王
堂
前
で
観
光
客
も
参
加
し

て
賑
や
か
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
２

月
の
修し
ゅ
に
え
二
会
（
修
二
月
会
）
の
行
事
で
し
た
。

修
二
会
は
神
社
の
祈
と
し
ご
い
の
ま
つ
り

年
祭
に
あ
た
り
、
そ
の

年
の
豊
か
な
実
り
を
祈
る
法
会
で
す
。
戦
前
ま

で
は
櫻さ
く
ら
も
と
ぼ
う

本
坊
の
正
頭
屋
と
い
う
建
物
の
中
で

「
し
ょ
っ
た
や
（
正
頭
屋
）
の
餅
搗
き
ゃ
、
え
っ

さ
っ
さ
」
と
か
け
声
を
掛
け
な
が
ら
大
臼
の
周
り

を
廻
り
な
が
ら
餅
を
搗
い
た
と
い
い
ま
す
。
※

森
と
水
の
源
流
館
で
も
開
館
一
〇
周
年
記
念

行
事
で
千
本
搗
き
を
行
い
ま
し
た
。
川
上
村
文

化
財
保
護
審
議
会
長
の
松
本
修
さ
ん
が
、
詩

吟
で
鍛
え
た
喉
で
音
頭
を
取
り
、
記
念
行
事

に
集
っ
た
人
た
ち
が
協
力
し
て
千
本
杵
を
振
る

い
、
搗
き
あ
が
っ
た
餅
を
共
に
頂
く
こ
と
で
、

皆
が
一
体
感
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
音
頭
取
り
を
し
て
い
た
だ
い
た

松
本
修
さ
ん
は
昨
年
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま

し
た
が
、
一
〇
周
年
の
と
き
の
餅
が
く
っ
つ
け

て
く
れ
た
の
か
、
今
年
度
の
開
館
二
〇
周
年
に

も
大
勢
の
方
が
集
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

諸
々
の
事
情
が
あ
っ
て
最
近
は
千
本
搗
き
を

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
人
と
人
と
を
つ
な
げ
、
絆

を
深
め
て
く
れ
る
千
本
搗
き
、
機
会
が
あ
れ
ば

ま
た
や
っ
て
み
た
い
も
の
で
す
。

註
（
※
）

田
中
岳
良
氏（
金
峯
山
寺
渉
外
室
長
）の
ご
教
示
に
よ
る

参
考
文
献

首
藤
善
樹 

２
０
０
４『
金
峯
山
寺
史
』国
書
刊
行
会

野
本
寛
一 

２
０
０
５『
栃
と
餅
』岩
波
書
店

奈
良
県
教
育
委
員
会
編
２
０
１
４『
奈
良
県
の
民
俗
芸
能

奈
良
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
』

「
あ
り
が
と
う
」は

だ
れ
の
言
葉
だ
ろ
う
？

16



表紙の写真：かき餅の吊るし干し
 天明の家にて

　
第
34
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会

~や
ま
と
~
を
記
念
し
て
制
定
さ
れ
た
11
月

16
日
の
川
上
源
流
の
日
か
ら
ち
ょ
う
ど

1
週
間
後
の
23
日（
水
祝
）に
川
上
総
合
セ
ン

タ
ー
や
ま
ぶ
き
ホ
ー
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。

Z
O
O
M
で
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
と
中
継
し
、

Y
o
u
T
u
b
e
で
も
配
信
し
、
約
1
2
0
名

の
方
に
ご
来
場
・
ご
視
聴
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
様
子
は
下
記
の

ア
ド
レ
ス
ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
、
森
と

水
の
源
流
館
公
式
Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
水
を
は
ぐ
く
む
川
上
村
の
豊
か
な
森
の
約

2
/
3
は
吉
野
林
業
の
人
工
林
で
す
。
経

済
発
展
と
環
境
保
全
を
両
立
し
、
人
と
自
然

が
共
生
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
泉
英
二
先

生
（
愛
媛
大
学
名
誉
教
授
）
に
基
調
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。
か
つ
て
日
本
は
森
林
資
源

の
枯
渇
と
い
う
問
題
に
面
し
た
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
昨
今
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
限
ら
れ

た
地
球
の
資
源
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
ど
う
す

れ
ば
人
々
が
発
展
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も

同
じ
よ
う
に
考
え
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
横
田
岳
人
先

生
（
龍
谷
大
学
准
教
授
）
よ
り
「
吉
野
川
源

流
―
水
源
地
の
森
」
の
よ
う
な
天
然
林
の
生

態
系
、
中
澤
静
男
先
生
（
奈
良
教
育
大
学

E
S
D
・
S
D
G
s
セ
ン
タ
ー
長
）
よ
り
森

や
社
会
の
担
い
手
を
育
て
る
教
育
、
宮
口
侗

廸
先
生
（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）
よ
り
川

上
宣
言
と
S
D
G
s
（
2
0
3
0
年
ま
で
に

達
成
す
る
べ
き
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の

17
の
国
際
目
標
）
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
森
と
水
の
源
流
館
が
20
年
間
、
つ
な
ぐ
、

つ
た
え
る
、
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
今
を

自
分
が
行
動
し
て
次
に
進
め
て
い
こ
う
と
心

に
刻
ん
だ
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

https://youtu.be/oT
a3T
y8w

s3k

　
４
月
29
日
か
ら
６
月
27
日
に
か
け
て
第
一

部
「
川
上
村
の
自
然
と
民
俗
利
用
」、
７
月
1

日
か
ら
８
月
28
日
に
か
け
て
第
二
部
「
人
里

の
自
然
」、
９
月
1
日
か
ら
11
月
29
日
に
か
け

て
第
三
部
「
水
源
地
の
森
‐
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ

パ
ー
ク
緩
衝
地
域
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
　
　

　
第
一
部
と
第
二
部
は
「
人
が
生
活
し
、
自

然
と
調
和
し
た
持
続
可
能
な
発
展
を
遂
げ
る

地
域
」
で
あ
る
移
行
地
域
の
役
割
り
を
川
上

村
の
暮
し
か
ら
、
第
三
部
で
は
「
環
境
教
育

や
調
査
研
究
活
動
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど

自
然
の
保
全
・
持
続
可
能
な
利
活
用
が
行
わ

れ
る
地
域
」
で
あ
る
緩
衝
地
域
の
役
割
り
を

水
源
地
の
森
の
保
全
と
そ
の
経
緯
か
ら
紹
介

し
ま
し
た
。

　
企
画
展
全
体
を
通
し
て
、
川
上
村
の
水
源

地
の
村
づ
く
り
が
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

目
的
で
あ
る
「
生
態
系
の
保
全
と
持
続
可
能

な
利
活
用
の
調
和
」
に
合
致
し
て
い
る
事
を

紹
介
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
水
源
地
の
村
と

し
て
の
責
任
を
果
た
し
、
自
然
環
境
を
守
り

な
が
ら
活
用
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な
主
体

と
の
連
携
と
持
続
可
能
な
地
域
形
成
へ
の
取

り
組
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
エ

コ
パ
ー
ク
で
は
緩
衝
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る

水
源
地
の
森
で
す
が
、
水
源
地
の
村
づ
く
り
で

は
核
心
地
域
で
あ
る
と
再
認
識
で
き
ま
し
た
。

｢ありがとう｣はだれの言葉だろう？
水がつなげる食と人
野菜と暮らす・里を育てる

お雑煮について教えてください
千本搗き
樹と水と人の共生を未来へつなぐ

つ

な

が

る

感

謝
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