
六 
甘か

ん 

藷し
ょ 

甘
藷
の
伝
来
に
つ
い
て｢

奄
美
大
島
に
於
け
る
家
人

や
ん
ち
ゅ

の
研
究(

大 

島
郡
状
態
書
）」
で
、
金
久
好
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「 

甘
藷
の
我
邦
に
伝
来
せ
し
起
原
に
就
い
て
は
諸
説
あ
り
、
元 

 

和
元
年
（
一
六
一
五
年
）
平
戸
島
に
試
植
せ
り
（
大
日
本
地
名 

 

辞
書
続
篇
）
と
言
う
も
の
最
初
な
る
が
如
き
も
、
石
見
の
代
官 

 

井
戸
氏
、
甘
藷
先
生
青
木
氏
等
の
功
業
に
よ
り
て
、
広
く
中
国 

 

並
に
東
国
に
行
渡
れ
る
は
薩
摩
よ
り
種
苗
を
供
給
せ
し
に
て
、 

 

薩
摩
に
は
、
山
川
郷
の
前
田
利
右
衛
門
が
宝
永
二
年
（
一
七
〇 

 

五
年
）
に
琉
球
に
航
し
て
携
へ
帰
れ
る
を
始
な
り
と
言
ふ
、
種 

 

子
島
に
は
、
是
よ
り
先
元
録
十
一
年
に
琉
球
王
よ
り
贈
ら
れ
て 

 

移
植
せ
り
、
夫
が
薩
隅
の
地
方
に
伝
播
せ
し
も
元
よ
り
有
り
し 

 

な
る
べ
し
。 

 
 

琉
球
に
は
長
真
氏
砂
川
親ぺ

ー

雲ち
ん

上
旨
屋
が
万
暦
二
十
五
年
（
慶 

 

長
二
年
）
に
宮
古
島
に
携
へ
帰
れ
る
と
あ
り
。
大
島
は
温
熱
湿 

 

気
に
富
み
且
つ
暴
風
多
き
所
な
り
、
一
度
甘
藷
を
移
植
し
て
其 

 

の
功
利
を
悟
る
や
民
競
ひ
て
、
之
が
栽
培
を
為
し
頃
に
生
気
を 

 

増
せ
し
は
想
像
に
余
あ
り
。
琉
球
の
偉
人
祭
温
が
「
御
当
国
前 

      

野
国
総
管
が
も
た
ら
し
、
儀
間
真
常
が
繁
殖
を
は
か
り
、
寒
川 

村
の
篤
農
家
金
城
和
最
の
栽
培
法
改
善
の
努
力
に
よ
っ
て
、
食 

糧
と
し
て
庶
民
の
間
に
広
ま
っ
た
。」 

  

大
島
に
お
け
る
甘
藷
の
栽
培
に
つ
い
て
「
奄
美
大
島
に
於
け
る 

家
人
の
研
究
」
か
ら
原
文
を
掲
載
し
た
。 

「 

(一) 

名 

称 

 
 

甘
藷
は
内
地
に
て
琉
球
芋
、
薩
摩
芋
、
唐
芋
等
と
呼
ば
れ
る 

 

大
島
に
て
は
地
方
に
よ
り
て
同
じ
か
ら
ざ
る
も
「
ハ
ン
ス
」「
ハ 

 

ン
シ
ン
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
喜
界
島
に
て
は
赤
芋
を
「
ア
バ
ン 

 

ス
ツ
ク
ハ
」、
白
芋
を
「
シ
ロ
バ
ン
ス
ツ
ク
ハ
」
と
呼
ぶ
。
沖 

 

縄
に
て
は
現
今
「
ウ
ム
」「
ン
ム
」「
イ
ム
」「
ン
」
な
ど
の
方 

 

言
に
て
呼
ば
る
。
石
垣
島
で
は
「
ア
コ
ン
」
与
那
国
で
は
「
ウ 

 

ン
テ
ル
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
永
良
部
で
は
「
ウ
ム
」
と 

 

い
う
。 

 
 

(二) 

種 

類 

 
 

当
時
斯
地
に
栽
培
せ
る
甘
藷
の
種
類
と
し
て
「
大
島
要
覧
」 

 

に
戴
す
る
所
を
挙
ぐ
れ
ば
左
の
如
し
。 

 

（１）

ム
リ
キ
ユ 

内
外
白
、
伊
津
部
に
て
は
「
白
サ
ネ
ユ
キ
」
と 

 
 
 
 
 
 
 

云
ひ
知
名
瀬
に
て
は
「
イ
ヘ
ミ
ツ
」
と
云
ふ
。 

代
は
入
居
僅
に
七
八
万
人
罷
居
り
其
以
後
―
甘
藷
栽
培
＝
漸
く 

入
居
繁
栄
致
し
最
早
二
十
万
人
に
相
成
候
」
と
記
せ
る
は
、
奄 

美
諸
島
に
於
て
も
全
く
其
規
を
一
に
せ
し
こ
と
疑
な
し
。
風
雤 

の
害
殆
ん
ど
受
け
る
な
し
、
怠
惰
に
流
れ
退
嬰
に
陥
り
た
る
傾 

は
尐
な
か
ら
ざ
る
幣
害
な
り
し
が
、
薩
藩
の
下
に
製
糖
を
強
制 

せ
ら
れ
属
吏
の
為
に
往
々
苛
酷
な
誅
求
を
受
け
し
も
、
甘
藷
の 

有
り
た
れ
ば
こ
そ
免
も
角
も
耐
え
得
た
り
と
謂
ふ
べ
し
。」 

  

甘
藷
の
伝
来
に
つ
い
て
「
沖
縄
県
史
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述 

べ
て
い
る
。 

「 

慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
年
）
野
国
総
管
が
中
国
か
ら
琉
球
に 

 

甘
藷
を
も
た
ら
す
。
野
国
総
管
は
嘉
手
納
野
国
村
の
人
で
総
管 

 

と
い
う
の
は
、
中
国
へ
の
進
貢
船
の
事
務
長
通
事
な
ど
を
兼
ね 

 

た
職
で
あ
る
。
総
管
は
イ
モ
苗
を
鉢
植
に
し
て
、
中
国
の
福
州 

 

か
ら
持
ち
帰
っ
た
。
初
め
居
村
の
野
国
や
隣
村
の
野
里
、
砂
辺 

 

な
ど
の
各
地
に
広
ま
っ
た
。
野
国
総
管
が
珍
ら
し
い
イ
モ
を
中 

 
国
か
ら
持
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
を
き
い
た
真
和
志
間
切
垣
花
の 

 

地
頭
儀
間
真
常
は
さ
っ
そ
く
総
管
を
訪
れ
、
栽
培
法
を
習
い
、 

 

後
に
自
ら
工
夫
を
加
え
て
栽
培
法
を
改
良
し
、
農
民
に
す
す
め 

 

た
の
で
、
十
四
～
五
年
の
間
に
あ
ま
ね
く
国
中
に
広
ま
っ
た
。 

      

（２）

ハ
ア
ド
ン 

皮
赤
内
白
、
葉
尖と

が

る 

（３）

八
重
山
ド
ン 

皮
薄
赤
、
中
黄
、
根
太
く
早
く
熟
す
、
葉
薄 

 
 
 
 
 
 
 

赤
、
八
重
山
よ
り
渡
り
し
故
に
云
ふ 

（４）

ト
ウ
カ
ン
ダ 

皮
薄
赤
、
中
黄
、
根
太
く
入
て
早
熟
し
梢
赤 

し 

（５）

ヲ
ギ
ノ
ド
ン 

皮
薄
黄
、
芋
の
型
長
し 

（６）

コ
ウ
ジ
ヤ
ツ
ク
ハ 

皮
白
、
中
白
、
芋
の
型
丸
し 

（７）

ホ
ウ
ボ
ネ 

赤
芋
に
て
型
長
く
葉
丸
し 

（８）

ヤ
レ
バ 

 

皮
白
中
黄 

（９）

十
五
日 

 

皮
赤
、
葉
赤
し 

(10)

ム
メ
カ
チ 

皮
薄
黄
、
中
山
吹
き
色
、
葉
白
筋
あ
り
青
に
お 

 
 
 
 
 
 
 

い
あ
る
故
に
梅
の
香
と
号
す
る
も
の
と
聞
く
、 

 
 
 
 
 
 
 

味
よ
し
、
畠
に
何
種
も
植
た
る
内
猪
が
か
り
あ 

 
 
 
 
 
 
 

る
と
き
此
芋
を
先
に
尋
ね
て
食
ふ
と
い
ふ
。 

 
 

(三) 

畑 

地 

「
平
地
全
な
し
惣
て
片
下
り
の
所
な
り
。
是
も
至
極
く
烈
し
く 

手
寄
な
く
て
は
登
る
も
六
ヶ
敶
ほ
ど
に
、
既
に
崩
れ
懸
る
如
き 

数
十
丈
の
所
に
作
り
た
る
が
多
し
」。「
山
畠
の
芋
は
別
れ
て
大 

き
く
村
近
辺
の
畠
に
植
え
た
る
と
は
格
別
に
違
う
事
な
り
」
に 

竊ヤ
フ

覧
に
あ
る
が
如
く
、
即
ち
仕
明
地
を
利
用
し
た
る
に
て
現
今 
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に
て
も
平
地
に
作
る
こ
と
は
稀
な
り
、
甘
藷
の
連
作
余
り
に
長 

 
き
に
亘
り
た
る
時
な
ど
の
間
作
に
見
ら
る
。
蓋
し
、
大
島
本
島 

 

の
如
き
山
岳
多
き
地
に
て
は
止
む
を
得
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
喜 

 

界
、
徳
之
島
、
沖
永
良
部
の
諸
島
は
平
地
に
乏
し
か
ら
ざ
る
を 

 

以
て
、
甘
藷
を
平
担
の
処
に
栽
培
す
る
こ
と
元
よ
り
多
く
、
大 

 

島
本
島
が
甚
し
き
傾
斜
地
を
遍
く
開
拓
せ
る
は
文
化
の
項
既
に 

盛
な
り
し
も
の
の
如
し
。 

(四) 

苗 

 

内
地
に
て
行
ふ
如
く
特
に
種
藷
を
埋
め
て
苗
を
採
る
手
数
を 

 

要
せ
ず
、
秋
十
月
の
頃
に
隨
意
に
蔓つ

る

を
切
取
り
来
り
、
忖
近
く 

 

適
宜
に
準
備
せ
る
苗
圃
に
植
へ
（
四
寸
許
づ
つ
隔
て
て
）
置
く 

 

な
り
。
翌
春
に
は
多
数
の
芽
を
簇
生
す
る
を
以
て
、
其
の
蔓
を 

 

切
り
取
り
て
苗
と
す
。「
寒
強
き
年
、
迚
も
霜
雪
降
る
こ
と
な 

 

け
れ
ど
も
霰
稀
に
降
り
て
僅
か
計
り
は
痛
み
事
あ
れ
共
葉
先 

 

計
り
枯
れ
て
茎
は
枯
る
る
こ
と
な
し
」（「
タ
ネ
ガ
ラ
」と
呼
ぶ
） 

 

植
へ
て
三
箇
月
許
に
て
能
く
熟
し
掘
り
得
る
な
れ
ば
、
其
の
蔓 

 

を
挿
し
て
第
二
回
の
栽
培
を
な
し
、
更
に
第
二
回
の
収
穫
の
際 

 

に
第
三
回
の
植
付
を
な
し
、
更
に
続
け
て
能
く
回
収
す
る
こ
と 

を
得
べ
し
。 

(五) 

植 

付 

       

の
年
は
小
数
に
て
十
分
の
収
穫
を
得
べ
く
、
剰
余
は
不
要
と
な 

 

る
故
に
「
畠
に
置
け
ば
芋
腐
れ
打
取
る
隙
を
得
す
。
他
人
へ
呉 

 

る
れ
ば
夫
を
打
て
貰
ふ
人
な
く
、
芋
植
の
畠
支か

か

へ
て
仕
方
な
き 

 

事
あ
り
」「
凶
作
の
時
は
霜
月
師
走
こ
ろ
よ
り
甘
藷
を
食
尽
し 

 

て
島
氏
此
時
の
難
儀
喩
る
も
の
な
し
」。
打
起
し
て
収
穫
せ
し 

 

後
に
取
り
残
さ
れ
た
る
よ
り
発
芽
す
る
も
の
あ
り
、
纔

わ
ず
か

に
覆 

 

茂
る
雑
草
を
除
き
て
保
護
す
れ
ば
能
く
成
熟
し
て
二
度
生
の
藷 

 

を
取
り
得
る
こ
と
尐
か
ら
ず
。
殊
に
北
風
の
当
ら
ざ
る
山
畠
な 

ど
に
然
り
。」 

 

(七) 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
甘
藷
の
種
類 

 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
甘
藷
の
種
類
に
つ
い
て
、「
衛
藤
助
治 

編
沖
永
良
部
誌
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「 

「
甘
藷
の
種
類
」
―
―
文
久
四
年
赤
カ
ン
ダ
、
鳥
島
（
白
色 

に
し
て
昧
淡
白
）な
る
二
種
を
琉
球
及
び
鳥
島
よ
り
輸
入
せ
り
、 

 

こ
の
種
類
早
く
熟
し
、
且
つ
果
实
の
つ
き
方
も
多
く
、
飢
饉
の 

 

患
を
免
れ
る
こ
と
多
し
。
又
本
島
に
従
来
、
赤
白
の
甘
藷
あ
り 

 

し
が
、
万
延
元
年
は
じ
め
「
サ
ン
ダ
カ
ラ
イ
モ
」
を
琉
球
よ
り 

 

輸
入
し
た
り
、
そ
の
实
丸
く
し
て
固
く
、
年
を
越
し
て
腐
敗
す 

 

前
年
晩
秋
の
頃
埋
置
け
る
蔓
よ
り
出
た
る
芽
を
取
り
て
早
春 

 

植
付
く
る
な
り
、
鉄
篦
に
柄
を
附
け
た
る
一
種
の
農
具
を
使
用 

 

し
、「
一
方
の
手
に
篦
を
逆
手
に
持
て
土
を
刎
起
し
、
一
方
の 

 

手
に
て
茎
を
押
込
ん
で
植
る
也
、
大
抵
五
六
寸
間
に
植
る
也
、 

 

山
畠
そ
の
外
肥
た
る
地
面
は
一
尺
間
に
植
る
也
」。
か
く
て
植 

 

付
た
る
も
の
生
長
し
蔓
長
く
な
り
た
ら
ば
夫
よ
り
切
り
て
苗
と 

 

し
て
植
付
く
、
晩
秋
に
至
る
ま
で
殆
ん
ど
引
続
き
栽
培
す
る
こ 

 

と
を
得
べ
し
。「
茎
返
し
を
す
る
事
な
く
、
却
て
茎
は
根
付
か 

 

せ
て
追
々
实
入
を
願
ふ
事
な
り
。
植
た
る
芋
の
茎
を
度
々
切
ら 

 

で
は
实
入
よ
か
ら
ず
と
云
ふ
。」
篦
は
沖
縄
に
あ
る
の
と
同
じ 

 

く
諸
作
業
用
ひ
ら
れ
て
便
利
な
る
も
の
、
現
今
も
大
島
本
島 

 

に
割
合
多
く
残
り
て
廃
止
せ
ら
れ
ず
。
喜
界
、
徳
之
島
に
て
は 

 

之
を
用
ひ
ず
「
ト
ン
ゲ
」
又
は
「
ト
ー
ゲ
」（
唐
鍬
）
と
呼
び 

て
柄
長
き
山
鍬
を
使
用
す
る
。 

 
 

(六) 

収 

穫 

 
 

三
月
植
へ
た
る
も
の
は
六
月
に
は
掘
る
こ
と
を
得
べ
く
。「
ア 

 
サ
リ
グ
イ
」
と
呼
ぶ
鉄
串
に
て
各
株
に
つ
き
大
な
る
藷
よ
り
採 

 

取
を
始
め
、
三
四
回
も
採
取
せ
る
後
は
鍬
に
て
掘
返
し
全
部
を 

 

収
む
、
収
む
る
に
従
ひ
て
日
常
の
食
料
に
供
せ
ら
れ
、
晩
秋
初 

 

冬
に
収
穫
せ
る
が
貯
へ
ら
れ
て
翌
年
初
夏
に
及
ぶ
な
り
。
豊
作 

      

る
こ
と
な
し
。」 

「
そ
の
後
の
甘
藷
の
品
種
」 

(1) 

フ
ァ
ン
ニ
ヤ
ウ
ム 

(2) 

オ
ー
シ
マ
ウ
ム 

(3) 

ボ
ー
ゴ
―
―
在
来
種
中
で
最
も
多
く
栽
培
さ
れ
、
味
が
良 

 
 
 
 
 
 
 
 

く
現
在
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
る
。 

(4) 

チ
ル
グ
ワ
ウ
ム
―
―
味
は
良
い
が
収
穫
量
が
尐
な
い
。 

(5) 

ア
ー
バ
ナ
―
―
味
は
普
通
、
病
気
に
強
い
。 

(6) 

キ
ー
ウ
ム
―
―
实
は
黄
色
、
味
は
良
い
が
収
量
が
尐
な
い
。 

(7) 

沖
縄
百
号
―
―
昭
和
初
期
に
沖
縄
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦
中
、
戦
後
島
民
の
主
食
で
あ
っ
た
。 

(8) 

マ
サ
ミ
チ
ウ
ム
―
―
泉
正
道
と
い
う
人
が
沖
縄
か
ら
も
た 

ら
し
た
。 

 

甘
藷
の
栽
培
は
、
時
期
を
失
せ
ず
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
れ 

ば
だ
れ
で
も
簡
易
に
栽
培
さ
れ
る
た
め
、
大
変
重
宝
な
食
糧
源
で 

あ
る
。
し
か
し
、
ア
リ
モ
ド
キ
ゾ
ウ
虫
な
ど
の
病
害
虫
が
発
生
し 

た
た
め
連
作
は
で
き
な
く
な
り
、
移
出
禁
止
の
作
物
に
な
っ
て
し 

ま
っ
た
。 

 

沖
永
良
部
島
は
、
台
風
銀
座
と
も
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
毎 
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年
台
風
に
見
舞
わ
れ
、
あ
る
い
は
、
干
ば
つ
に
遭
い
、
そ
の
度
ご 

と
に
五
穀
に
大
被
害
を
受
け
て
欠
乏
を
来
し
、
大
飢
饉き

ん

に
襲
わ
れ 

た
こ
と
も
何
度
か
あ
っ
て
、
島
民
の
暮
ら
し
は
決
し
て
楽
な
も
の 

で
は
な
か
っ
た
。
甘
藷
が
伝
来
し
て
か
ら
生
気
を
増
し
生
存
上
大 

な
る
安
定
を
得
た
。本
来
甘
藷
は
風
雤
に
対
す
る
抵
抗
力
が
強
く
、 

い
か
な
る
や
せ
地
で
も
、
開
墾
地
で
も
年
中
栽
培
で
き
る
作
物
で 

あ
る
た
め
、
島
民
は
競
っ
て
こ
れ
を
栽
培
し
た
。
四
季
を
通
し
て 

栽
培
し
収
穫
で
き
る
甘
藷
を
得
た
こ
と
は
、
島
民
の
生
活
上
に
画 

期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
来
甘
藷
は
、
島
民
に
と
っ
て
は 

何
よ
り
あ
り
が
た
い
手
近
な
食
料
で 

あ
り
、
ま
た
土
地
に
よ
く
合
っ
た
、 

恵
ま
れ
た
食
料
と
し
て
島
民
に
な
じ 

ま
れ
、
私
た
ち
の
祖
先
が
命
綱
と
し 

て
大
切
に
守
っ
て
き
た
作
物
で
あ 

る
。 

          

八 

麦 

  

沖
永
良
部
島
で
最
も
重
要
な
農
作
物
で
あ
る
甘か

ん

蔗し
や

、
甘
藷

か
ん
し
よ

が
ま 

だ
伝
来
し
て
い
な
い
以
前
の
農
作
物
と
い
え
ば
、
第
一
に
重
要
な 

の
は
言
う
ま
で
も
な
く
米
で
あ
り
、
そ
の
他
昔
か
ら
よ
く
作
ら
れ 

た
も
の
は
麦
、
粟
で
あ
っ
た
。
麦
粟
の
栽
培
に
つ
い
て
は
近
世
以 

前
の
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、｢

奄
美
大
島
に
お
け
る
家
人

や
ん
ち
ゆ

の 

研
究
」
に
は
麦
作
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

｢ 
 

稲
に
次
ぎ
て
重
要
な
る
も
の
に
て
、「
九
月
末
よ
り
植
始
十 

 

月
霜
月
師
走
ま
で
に
植
へ
る
な
り
」
と
あ
れ
ど
实
は
「
九
十
月 

 

蒔
は
来
三
月
熟
し
霜
月
師
走
蒔
は
来
四
月
熟
す
」
と
あ
り
て
、 

 

風
を
二
期
に
分
た
る
と
云
う
べ
し
。
播
種
前
に
は
鍬
に
て
整
地 

 

し
、
牛
馬
を
使
用
す
る
こ
と
は
稀
な
り
。
播
種
の
方
法
は
「
五 

 

寸
間
ば
か
り
に
溝
を
掘
、
其
溝
の
内
又
五
寸
間
許
り
宛
に
肥
を 

 

一
摑
み
づ
つ
入
れ
て
、
其
上
に
麦
を
十
粒
許
（
霜
月
師
走
蒔
二 

 

十
粒
も
蒔
か
れ
ざ
れ
ば
能
生
ひ
ず
と
い
へ
り
）
づ
つ
蒔
な
り
」 

 

と
あ
り
て
点
播
を
行
ひ
し
に
似
た
る
も
、
恐
く
大
島
本
島
の
進 

 

み
た
る
一
部
に
於
て
の
こ
と
な
る
べ
し
、
現
今
に
て
も
尚
ほ
散 

 

播
を
為
す
も
の
尐
か
ら
ず
、
当
局
条
播
を
奨
励
し
つ
つ
あ
り
、 

七 

タ
ピ
オ
カ 

 

タ
ピ
オ
カ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
古
老
の
談 

に
よ
れ
ば
、
古
く
か
ら
小
さ
な
空
き
地
や
屋
敶
内
に
栽
培
さ
れ
て 

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

繁
殖
方
法
は
、
挿
し
木
で
活
着
し
、
二
～
三
ヵ
月
も
す
る
と
収 

穫
で
き
る
。
温
暖
な
気
候
の
た
め
周
年
栽
培
の
で
き
る
作
目
で
、 

災
害
な
ど
の
食
糧
不
足
の
と
き
常
用
食
と
し
て
重
宝
な
作
物
で 

あ
っ
た
。 

 

食
べ
方
と
し
て
は
、
芋
を
ふ
か
し
て
味
噌

み

そ

漬
け
に
し
た
り
、
芋 

か
ら
デ
ン
プ
ン
を
取
っ
て
餅
や
だ
ん
ご
な
ど
を
作
っ
て
食
べ
た
。 

 

タ
ピ
オ
カ
の
種
類
に
は
赤
茎
と
白
茎
が
あ
り
、
白
茎
に
は
毒
が 

あ
っ
て
料
理
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
中
毒
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
っ 

た
。
葉
は
猛
毒
を
持
っ
て
お
り
、
牛
馬
が
食
べ
る
と
中
毒
死
す
る 

恐
れ
が
あ
る
の
で
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
現
在
で
は
若
干
残
っ 

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。 

         

肥
料
に
は「
人
糞
或
は
馬
豚
の
糞
に
砂
を
交
へ
て
用
ゆ
る
な
り
」 

と
是
は
基
肥
と
し
て
用
ふ
る
に
て
追
肥
を
為
す
こ
と
な
し
、
又 

「
麦
は
熟
る
ま
で
草
を
取
る
事
な
し
」
と
あ
り
て
、
栽
培
法
の 

決
し
て
集
約
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を
知
ら
る
。 

 

収
穫
は
「
半
熟
に
て
取
る
な
り
…
…
、
諸
鳥
の
食
う
事
を
恐 

れ
て
な
り
」
先
ず
熟
し
た
る
も
の
を
選
び
て
一
穂
づ
つ
摘
取
す 

る
こ
と
数
度
、
後
に
大
体
熟
し
揃
ひ
た
る
を
見
計
ひ
始
て
鎌
に 

て
刈
取
れ
り
、
以
て
品
種
の
务
等
不
揃
な
り
し
こ
と
を
推
察
す 

べ
き
な
り
。 

 

調
整
す
る
に
は
乾
し
て
穂
を
摘
取
り
、
蓆
の
上
で
「
麦
突
」 

と
称
す
る
も
の
に
て
突
き
叩
き
、
風
力
を
利
用
し
て
芒
秤ふ

そ
の 

他
の
雑
物
を
除
く
。
麦
突
と
は
竹
筒
を
三
箇
又
は
四
箇
縛
り
合 

せ
柄
を
附
け
た
る
も
の
、
そ
の
穀
粒
を
突
き
て
当
る
所
は
内
側 

を
削
り
て
稍や

や
鋭
く
な
し
た
り
。
但
し
此
器
具
は
今
殆
ん
ど
之 

を
見
る
こ
と
難
く
、
又
喜
界
島
、
徳
之
島
に
て
は
古
来
木
臼
に 

て
搗
く
こ
と
行
は
れ
、
石
の
上
に
置
き
て
叩
き
調
整
す
る
こ
と 

も
あ
り
た
り
。「
徳
之
島
事
情
」 

に
よ
れ
ば
、
同
等
の
標
準
収 

量
は
、
上
畑
一
石
一
斗
四
合
、
中
畑
七
斗
九
升
五
合
、
下
畑
五 

斗
九
升
四
合
、
下
々
畑
四
斗
二
升
九
合
な
り
と
い
ふ
。
此
の
総 

平
均
は
一
反
歩
の
収
量
僅
に
七
斗
二
升
九
合
な
り
、
頗
る
貧
弱 
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な
り
し
も
の
と
謂
ふ
べ
し
、
云
ま
で
も
な
く
麦
と
は
、
大
麦
の 

こ
と
に
て
、
小
麦
は
栽
培
極
め
て
尐
か
り
し
も
の
の
如
し
、
現 

在
に
て
有
皮
種
の
六
に
対
し
て
裸
麦
は
四
に
充
た
ず
、
小
麦
は 

裸
麦
に
比
し
て
も
尐
な
き
程
の
割
に
て
栽
培
せ
ら
る
。
漸
く
需 

要
の
三
分
二
を
供
給
し
て
余
は
輸
入
に
待
ち
つ
つ
あ
り
。 

」 

  

和
泊
村
に
お
い
て
の
麦
作
の
奨
励
に
つ
い
て
、「
島
嶼
町
村
制 

時
代
の
和
泊
村
内
法
」
に
次
の
と
お
り
麦
作
競
争
会
審
査
方
法
が 

制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
原
文
を
掲
載
す
る
。 

 
 
 
 

麦
作
競
争
会
審
査
方
法 

 

第
一
条 

麦
作
を
為
す
組
合
員
は
毎
年
三
畝
歩
以
上
に
作
付
反 

 
 
 
 
 

別
を
出
品
し
、
審
査
せ
し
む
る
も
の
と
す
。
但
、
三 

 
 
 
 
 

畝
未
満
の
耕
作
者
は
作
付
全
部
を
出
品
す
る
こ
と
。 

 

第
二
条 

審
査
は
左
の
項
目
に
就
き
採
点
す
。 

 
 
 
 
 

一
、
整
地 

 

二
、
播
種 

 

三
、
施
肥
の
適
否 

 
 
 
 
 

四
、
除
草
中
耕 

 

五
、
発
育 

 
 
 
 
 
 
 
 

採 

点 

法 

 
 
 
 
 

一
、
整
地 

耕
転
整
地
宜
し
く
適
当
な
る
排
水
溝
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設
け
あ
る
を
以
て
満
点
と
し
二
点
を
附 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
。
但
排
水
溝
を
設
け
る
必
要
な
き
も 

      

第
六
条 

本
規
定
に
依
り
審
査
採
点
す
る
は
勿
論
、
審
査
員
の 

 
 
 
 
 

合
議
を
以
て
決
定
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。 

第
七
条 

本
競
争
会
は
和
泊
村
農
事
奨
励
規
則
に
依
り
施
行 

 
 
 
 
 

す
。 

 

九 

粟あ
わ 

 

粟
作
に
つ
い
て
、
沖
永
良
部
に
お
け
る
近
世
（
徳
川
時
代
）
以 

前
の
栽
培
に
つ
い
て
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、「
奄
美
大
島 

に
於
け
る
家
人
の
研
究
」
に
は
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「 

「
夏
粟
を
島
中
作
る
、
皆
餅
粟
な
り
」
そ
の
作
付
高
は
余
り 

 

多
か
ら
ず
し
て
「
一
石
斗
も
作
る
人
は
稀
と
の
事
に
て
珍
し
と 

 

云
ふ
」。
大
低
仕
明
地
に
限
り
て
栽
培
す
る
に
て
開
墾
の
際
焼 

 

払
た
る
後
「
山
鍬
に
て
掻
き
廻
し
種
を
蒔
く
、
蒔
付
の
時
分
は 

 

師
走
よ
り
、
二
月
中
な
り
、
粟
種
の
二
三
寸
宛
間
あ
る
様
に
蒔 

 

事
な
れ
ど
も
、
何
れ
に
か
厚
く
生
る
故
生
出
で
て
追
々
悪
き
も 

 

の
を
抜
取
れ
ば
、
却
て
追
々
能
な
り
て
穂
太
く
出
る
と
い
ふ
」、 

 

散
播
し
て
間
引
を
行
ひ
た
る
な
り
。
畠
焼
き
た
る
跡
に
其
儘
種 

 

を
蒔
て
も
隨
分
能
も
の
と
云
、
焼
蒔
に
す
る
畠
余
り
深
く
打
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
は
此
限
り
に
あ
ら
ず
。 

 
 
 
 
 

二
、
施
肥 

肥
料
の
分
量
、
施
肥
の
方
法
宜
し
き
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適
ひ
且
つ
時
期
を
失
せ
ざ
る
を
以
て
満 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点
と
し
二
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

三
、
播
種 

畦
巾
一
尺
以
上
に
し
て
正
条
に
植
溝
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設
け
、
播
種
厚
薄
適
当
に
し
て
整
然
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
を
以
て
満
点
と
し
二
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

四
、
除
草
中
耕 

中
耕
除
草
適
当
に
行
な
わ
れ
雑
草 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
く
時
期
適
当
な
る
を
以
て
満
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
し
二
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

五
、
発
育 

発
育
一
様
に
し
て
伸
び
過
ぎ
な
く
生
育 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

良
好
な
る
を
満
点
と
し
二
点
を
附
す
。 

 
 
 
 
 

◎
前
各
項
と
も
審
査
の
上
欠
点
あ
る
毎
に
順
次
減
点 

 
 
 
 
 
 

と
す
。 

第
三
条 

条
播
に
あ
ら
ず
全
く
施
肥
な
き
も
の
は
０
点
と
し
て 

 
 
 
 
 

審
査
す
。 

第
四
条 

耕
地
二
か
所
以
上
な
る
時
は
各
別
に
之
を
審
査
し
、 

 
 
 
 
 

其
平
均
点
を
以
て
各
人
の
得
点
と
す
。 

第
五
条 
組
合
員
各
自
の
点
数
を
合
算
し
、
出
品
人
員
に
て
除 

 
 
 
 
 

し
平
均
点
を
得
て
、
該
組
合
の
得
点
を
定
む
。 

       

は
、
灰
肥
し
な
く
な
り
て
粟
よ
く
出
来
ず
と
な
り
」。
と
て
、 

 

尚
ほ
煖
味
の
去
ら
ぬ
間
に
播
種
す
る
を
宜
し
な
ど
云
ひ
、
現
在 

 

に
於
て
も
此
の
如
き
方
法
行
は
る
る
を
見
る
な
り
、
時
に
は
何 

 

か
幾
分
の
施
肥
を
な
す
こ
と
あ
り
。
其
の
結
果
の
良
き
は
云
う 

ま
で
も
な
し
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

ま
た
「
单
島
雑
話
」
の
十
島
村
（
ト
カ
ラ
列
島
）
中
之
島
の
粟 

作
に
関
す
る
聞
き
書
き
に
、
近
世
以
前
の
粟
作
栽
培
に
つ
い
て
次 

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「 

か
の
島
、
粟
を
過
分
に
作
る
所
な
り
。
余
程
毎
年
良
く
出
来 

 

る
由
。
か
の
島
、
何
方
も
竹
山
の
み
な
り
。
そ
れ
を
な
ぎ
倒
し
、 

 

暫
く
し
て
枯
れ
た
る
時
、
火
を
掛
け
て
焼
き
、
い
ま
だ
燃
え
切 

 

の
残
り
て
肌
足
に
て
は
行
き
難
き
内
に
、
直
に
燃
ゆ
る
あ
と
よ 

 

り
粟
を
蒔
く
。
た
だ
考
ふ
れ
ば
、
粟
焼
け
て
用
の
立
つ
ま
じ
き 

 

を
、
さ
は
な
く
見
事
に
生
ふ
る
も
の
な
り
。
こ
の
蒔
や
う
故
に 

 

皆
過
分
に
粟
を
作
る
な
り
。
焼
た
る
ま
ま
畠
を
打
返
す
に
及
ば 

 

ず
と
な
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

前
記
の
二
例
か
ら
し
て
、
近
世
以
前
に
は
、
経
済
圏
を
同
一
に 

す
る
点
か
ら
考
え
て
、
沖
永
良
部
島
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
も
の 

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
沖
永
良
部
島
は
毎
年
、
台
風
、
干
ば
つ
に
遭 

い
時
と
し
て
飢
饉

き
き
ん

に
襲
わ
れ
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
粟
作 
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り
は
、
そ
の
台
風
、
干
ば
つ
が
到
来
す
る
ま
で
収
穫
で
き
る
作
物 

だ
け
に
、
本
島
に
お
い
て
は
主
食
は
も
ち
ろ
ん
飢
饉
用
と
し
て
盛 

ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
併
せ
て
粟
は
長
期
に
わ
た
り
保
存
が
で 

き
る
の
で
、
収
穫
乾
燥
さ
せ
、
穂
の
ま
ま
俵
に
入
れ
保
存
す
る
と 

い
う
。 

 

保
存
方
法
の
实
証
例
と
し
て
、
和
泊
町
玉
城
字
栄
新
熊
氏
の
高 

倉
に
は
、
昭
和
十
年
ご
ろ
収
穫
さ
れ
た
粟
俵
が
現
在
保
存
、
貯
蔵 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
粟
が
庶
民
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い 

貯
蔵
の
き
く
主
要
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

「
名
瀬
市
誌
」
の
「
粟
へ
の
畏
敬
」
の
項
に
、
粟
が
当
時
の
住 

民
の
生
活
に
必
需
品
で
あ
り
、
大
切
な
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
記 

さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
資
料
と
し
て
掲
載
す
る
。 

「 

「
琉
球
国
由
来
記
」
の
巻
十
七
、
各
処
祭
祀
六
、
粟
国
島
の 

 

く
だ
り
に
は
、「
五
月
、
粟
穂
祭
。
日
撰
、
島
中
ニ
テ
仕
り
、 

 

粟
穂
取
参
家
家
火
神
へ
上
ゲ
テ
、
二
日
遊
申
也
。」
と
あ
る
。 

 

火
の
神
と
粟
と
の
関
連
は
、
こ
の
作
物
が
火
田
農
法
の
焼
灰
の 

 

恵
み
か
ら
生
え
出
る
主
作
で
あ
り
、「
か
ま
ど
の
神
」
の
火
の 

 

思
恵
に
最
も
あ
ず
か
る
主
食
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、 

 

う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。「
六
月
粟
大
祭
」
で
も
「
粟
黍
之
間 

 

ニ
テ
、
神
酒
四
ツ
作
リ
」
里
主
、
首
里
大
屋
子
、
大
掟
、
地
頭 

      

「
祝
女

の

ろ

ア
ン
マ
」た
ち
の
頭
の
中
か
ら
出
る
作
戦
と
い
え
ば「
粟 

が
ゆ
」
を
流
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
島
の
人
達
、
こ
と 

に
神
女
た
ち
の
粟
に
対
す
る
期
待
は
、
卖
に
火
傷
し
や
す
い
と 

い
う
物
理
的
作
用
だ
け
で
な
く
、
悪
霊
払
い
の
霊
力
を
持
つ
穀 

霊
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 

」 

 

十 

高こ
う 

梁
り
ゃ
ん 

  

高
梁
の
伝
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
沖
永
良
部
で
は
、 

ト
ー
ジ
ニ
（
ト
ン
ジ
ま
た
は
ト
ー
ギ
ニ
）
と
言
い
、
古
く
か
ら
栽 

培
さ
れ
て
い
た
。 

 

種
類
は
、「
サ
ク
ト
ー
ジ
ニ
」、「
ム
チ
ト
ー
ジ
ニ
」
の
二
種
類 

が
あ
り
植
え
付
け
は
ほ
と
ん
ど
地
大
豆
、
マ
マ
ミ
と
の
混
作
で 

あ
っ
た
。
食
べ
方
は
米
の
代
用
に
し
た
り
、
粉
に
し
て
餅
を
作
っ 

て
食
べ
た
。 

 

生
活
習
慣
の
中
で
、
正
月
か
ら
三
月
ま
で
は
田
芋
餅
が
主
で
あ 

り
、
五
月
か
ら
八
月
ま
で
は
高
梁
餅
が
主
で
、
九
月
か
ら
十
二
月 

に
か
け
て
は
麦
菓
子
（
ユ
ヌ
ク
菓
子
な
ど
）
と
い
う
ふ
う
に
、
高 

梁
は
島
民
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
作
物
で
あ
っ
た
。 

 

代
、
大
文
子
、
掟
、
サ
バ
ク
リ
の
焼
香
に
、
ノ
ロ
、
根
神
、
根 

 

人
の
御
タ
カ
ベ
（
祝
詞
）
が
あ
り ｢

在
番
の
地
頭
、
並
サ
バ
ク 

 

リ
中
、
地
頭
、
地
人
、
拝
四
ツ
仕
ル
。｣

と
官
人
神
人
、
地
下
あ
げ 

 
 

て
の
大
祭
ぶ
り
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
島
で
は
粟
の
穂
祭
り 

 

は
今
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
所
が
あ
る
と
い
う
。
瀬
戸
内
町
の 

 

加
計
呂
麻
の
稲
の
穂
祭(

ア
ラ
ホ
バ
ナ)

の
際
に
は
、
ま
ず
前
座 

 

と
し
て
粟
の
祭
を
し
て
か
ら
本
来
の
稲
の
祭
り
に
移
る
こ
と
に 

 

な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
儀
式
次
第
は
、
粟
か
ら
稲
へ
の
主
作 

物
交
代
の
歴
史
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
面
白
い
。 

 
 

薩
摩
の
琉
球
征
服
戦
争
の
と
き
、
沖
永
良
部
島
や
沖
縄
の
あ 

 

る
村
々
で
、
海
岸
に
「
粟
ガ
ユ
」
の
鍋
を
な
ら
べ
て
お
い
て
、 

 

侵
入
軍
の
兵
士
を
火
傷
さ
せ
よ
う
と
い
う
作
戦
を
取
っ
た
所
が 

 

あ
っ
た
が
、
薩
摩
の
荒
武
者
共
は｢

粟
ガ
ユ
」
を
食
っ
て
か
え
っ 

て
元
気
百
倍
、
鉄
砲
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
進
撃
し
て
来
た
の 

で
、
百
姓
た
ち
は
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
降
参
し
た
と
い
う
こ
と 

が
薩
摩
側
の
稗
史
に
笑
話
め
か
し
く
書
い
て
あ
る
。 

 
「
家
毎
に
粥
を
た
ぎ
ら
か
し
、
大
和
人
の
膝
を
焼
せ
ん
た
め
、 

 

坂
や
道
に
流
し
、
置
水
さ
し
に
て
粟
粥
差
附
よ
。」
と
の
島
側 

 

の
百
姓
へ
の
指
令
を
笑
話
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ 

 

う
い
う
指
令
の
行
き
届
か
な
か
っ
た
島
や
村
で
も
、
お
そ
ら
く 

      

十
一 

玉
蜀
黍

と
う
も
ろ
こ
し

（
ト
ウ
キ
ミ
） 

 
 

玉
蜀
黍
の
伝
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
古
く
か
ら
野 

菜
畑
の
片
隅
な
ど
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
。 

 

食
べ
方
と
し
て
は
、
ゆ
が
い
て
子
供
た
ち
に
与
え
る
の
が
主
で 

あ
っ
た
が
、
乾
燥
さ
せ
、
そ
れ
を
粉
に
し
て
メ
リ
ケ
ン
粉
の
代
用 

と
し
て
使
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
先
端
部
に
出
る
ひ
げ
は
腎じ

ん

臓
炎
の 

特
効
薬
と
い
わ
れ
、
よ
く
せ
ん
じ
て
飲
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
茎
、葉
は
冬
場
の
牛
の
飼
料
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。 

 

十
二 

豆 

類 

 

沖
永
良
部
島
で
の
豆
類
の
伝
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い 

が
、
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
種
類
は
次
の
も
の
が
主
で
あ 

り
、
種
子
は
ほ
と
ん
ど
自
家
確
保
で
あ
っ
た
。 

(一) 

地
大
豆
（
シ
ユ
ウ
チ
マ
ー
ミ
） 

地
大
豆
に
は
二
種
類
（
早
生

わ

せ

、
晩
生

お
く
て

）
が
あ
り
、
二
種
類
と
も 
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旧
正
月
十
五
日
前
後
に
播
種
し
、
収
穫
は
早
生
が
旧
八
月
、
晩
生 

が
旧
九
月
で
あ
り
、俗
に
八
月
豆
、九
月
豆
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。 

 

収
穫
が
早
く
、
後
作
が
で
き
る
関
係
で
、
早
生
種
の
栽
培
面
積 

が
多
か
っ
た
。
も
や
し
、
豆
腐
、
味
噌
、
醤
油

し
よ
う
ゆ

等
の
材
料
と
し 

て
利
用
さ
れ
た
。 

 

(二) 

マ
マ
ミ 

 

高
梁
と
の
混
作
と
し
て
、
ま
た
畑
の
畦け

い

畔は
ん

や
片
隅
な
ど
に
栽
培 

さ
れ
て
い
た
。
特
に
採
取
期
間
が
長
い
こ
と
か
ら
財
産
家
に
多
く 

栽
培
さ
れ
た
。 

 

お
菓
子
に
使
っ
た
り
、
御
飯
に
入
れ
た
り
、
ま
た
小
豆

あ
ず
き

の
代
用 

と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
。 

 

(三) 

沖
縄
大
豆 

 

大
正
八
年
に
沖
縄
か
ら
導
入
さ
れ
た
品
種
で
、
高た

か

ア
ン
ダ
、
低ひ

く 

ア
ン
ダ
の
二
種
類
が
あ
る
。
播
種
は
旧
正
月
の
五
日
ご
ろ
で
特
に 

砂
糖
き
び
の
後
作
と
し
て
、
ま
た
地
力
維
持
増
進
作
物
と
し
て
奨 

励
さ
れ
広
く
栽
培
し
た
。 

 

収
穫
が
六
月
末
か
ら
七
月
初
め
で
あ
り
、
収
穫
時
期
が
梅
雤
の 

末
期
と
重
な
る
た
め
に
収
穫
、
調
整
、
乾
燥
に
手
間
取
っ
た
。
こ 

      

十
三 

野
菜
類 

(一) 

自
給
野
菜 

 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
野
菜
の
栽
培
に
つ
い
て
、
そ
の
品
目
ご 

と
の
伝
来
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
沖
永
良
部
独
特
の 

野
菜
が
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
。 

 

主
な
在
来
種
は
、
大
根
（
島
ヤ
セ
）、
人
参

に
ん
じ
ん

、
不
断

ふ
だ
ん

草
、
根
深 

ネ
ギ
、
せ
ん
も
と
（
シ
ム
ト
）、
島
ビ
ル
、
タ
カ
ナ
等
が
あ
り
、 

こ
れ
ら
の
も
の
は
各
家
庭
で
自
家
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
、
種
子
に 

つ
い
て
も
自
家
で
採
取
し
、
自
給
自
足
を
保
っ
て
い
た
。 

 

大
正
九
年
、
は
じ
め
て
「
大
和
種
苗
」
の
キ
ャ
ベ
ツ(

タ
マ
ナ
） 

の
種
子
が
入
っ
て
き
た
。
そ
の
後
本
土
産
の
各
種
大
根
（
宮
重
大 

根
、
理
想
大
根
、
時
無
大
根
、
カ
ブ
等
）
や
玉
ね
ぎ
、
人
参
、
白 

菜
、
白
ク
キ
等
の
種
子
が
導
入
さ
れ
た
。 

 

種
子
の
購
入
方
法
と
し
て
は
、
字
、
小
組
合
卖
位
で
ま
と
め
て 

一
括
注
文
を
し
た
。
戦
後
、
数
年
間
は
本
土
か
ら
の
種
子
の
導
入 

が
困
難
と
な
り
ま
た
自
家
用
採
取
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
昭
和
二 

十
年
ご
ろ
、
肉
質
の
良
い
「
よ
ろ
ん
大
根
」
が
沖
永
良
部
に
導
入 

の
沖
縄
大
豆
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
地
大
豆
の
面
積 

が
減
っ
て
き
た
。 

 

利
用
方
法
は
他
の
豆
類
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
沖
縄
大
豆
は 

大
粒
で
あ
り
米
と
同
じ
に
煮
え
る
の
で
食
糧
難
時
代
に
米
六
割
、 

大
豆
四
割
、
ま
た
は
七
対
三
の
割
合
で
大
豆
御
飯
を
作
っ
て
食
べ 

た
も
の
で
あ
る
。 

(四) 

蚕そ
ら 

豆ま
め

（
ハ
ミ
ド
ウ
ル
マ
ミ
） 

 

子
供
の
お
や
つ
、
各
種
料
理
に
広
く
使
わ
れ
、
各
家
庭
で
古
く 

か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
緑
肥
と
し
て
も
栽
培
さ
れ
た
作
物 

で
あ
る
。 

 

(五) 

落
花
生

ら
つ
か
せ
い

（
ジ
マ
ミ
） 

 

夏
場
の
ス
タ
ミ
ナ
源
と
し
て
、
菓
子
代
わ
り
に
、
ま
た
各
種
料 

理
に
利
用
さ
れ
た
。
品
種
は
在
来
種
で
、「
地じ

豆ま
み

」
と
称
し
、
古 

く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
。 

 
昭
和
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
改
良
品
種
（
農
林
系
統
千
葉

ち

ば 
半
立

は
ん
だ
ち

）
の
導
入
に
伴
い
在
来
種
の
面
積
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、 

大
粒
で
味
が
良
く
結
实
良
好
で
あ
る
た
め
、
各
農
家
で
今
で
も
広 

く
栽
培
さ
れ
て
い
る
。 

      

さ
れ
た
、
こ
れ
は
現
在
で
も
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
る
。 

 

(二) 

輸
送
野
葉 

 

和
泊
町
に
お
け
る
輸
送
野
菜
に
つ
い
て
の
古
い
資
料
と
し
て
、 

昭
和
三
十
四
年
か
ら
三
十
六
年
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。（
表
４
） 

 

本
町
に
お
け
る
冬
期
の
気
象
条
件
は
、
本
土
の
温
室
内
の
温
度 

に
匹
敵
す
る
自
然
条
件
で
あ
り
、
温
室
栽
培
さ
れ
た
品
物
に
比
較 

し
て
自
然
条
件
下
で
の
栽
培
は
色
状
、
形
状
、
食
味
等
商
品
性
が 

非
常
に
高
く
、
市
場
な
ら
び
に
消
費
者
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い 

る
。
し
か
し
季
節
風
、
乾
燥
、
病
害
虫
等
の
被
害
で
生
産
性
が
低 

く
収
穫
期
間
が
短
い
た
め
生
産
量
が
伸
び
な
か
っ
た
。
昭
和
四
十 

年
代
に
入
っ
て
、
流
通
機
構
の
整
備
が
進
む
に
つ
れ
て
輸
送
手
段 

の
改
良
、生
産
技
術
の
平
準
化
、保
温
資
材
の
導
入
等
に
よ
っ
て
、 

生
産
性
が
高
め
ら
れ
各
品
目
ご
と
に
そ
の
实
績
は
順
調
な
伸
び
を 

示
し
て
い
る
。（
表
5
） 

 

品
目
に
つ
い
て
は
三
十
年
ご
ろ
か
ら
里
芋
を
筆
頭
に
き
ゅ
う 

り
、
玉
ね
ぎ
、
ト
マ
ト
等
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
年 

代
後
半
に
入
る
と
多
品
目
に
わ
た
っ
て
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
。 昭

和
五
十
年
に
は
、
里
芋
、
馬
鈴
薯

ば
れ
い
し
よ

、
に
ん
に
く
を
主
体
に
レ
ッ 
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ド
キ
ャ
ベ
ツ
、
い
ん
げ
ん
の
豆
類
が
追
加
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に 

な
っ
た
。 

1 

石
川
里
芋 

 

石
川
里
芋
は
、
昭
和
六
年
知
名
村
出
身
の
桑
野
信
氏
が
和
泊
尋 

常
高
等
小
学
校
勤
務
時
代
に
導
入
試
作
さ
れ
、
県
外
出
荷
を
郵
便 

で
さ
れ
た
。
そ
の
後
和
泊
村
立
青
年
学
校
に
引
き
継
が
れ
、
栽
培 

を
広
め
る
た
め
古
里
、
皆
川
の
農
家
に
種
子
が
配
布
さ
れ
た
。
昭 

和
十
三
年
よ
り
農
会
（
現
農
協
）
に
よ
り
集
出
荷
販
売
が
な
さ
れ 

た
が
戦
争
に
よ
り
中
断
さ
れ
た
。
そ
の
後
里
芋
が
栽
培
さ
れ
た
の 

は
、
昭
和
三
十
一
年
、
県
特
産
課
長
蒲
牟
田
氏
の
計
ら
い
で
、
指 

宿
市
か
ら
原
種
を
導
入
し
、
国
頭
を
中
心
に
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に 

栽
培
し
た
。
そ
の
後
は
町
全
域
に
栽
培
さ
れ
個
人
別
に
郵
便
小
包 

に
よ
る
販
売
が
行
わ
れ
た
。 

 

農
協
が
販
売
に
乗
り
出
し
た
の
は
昭
和
四
十
三
年
で
こ
れ
を
契 

機
に
栽
培
面
積
は
三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
拡
大
さ
れ
、
昭
和
四
十
六 

年
以
降
は
全
生
産
量
が
農
協
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
。
昭
和
四
十
八
年
、
輸
送
中
に
お
け
る
黒
斑は

ん

病
の
発
生
が
見
ら 

れ
、
商
品
性
が
一
時
期
低
か
っ
た
が
、
発
生
調
査
や
冷
蔵
輸
送
な 

ど
の
实
験
を
实
施
し
、そ
の
要
因
を
つ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

こ
の
た
め
昭
和
四
十
九
年
に
は
保
冷
、
予
冷
シ
ス
テ
ム
を
装
備
し 

                          

保
冷
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
輸
送
体
制
を
確
立
し
た
。
黒
斑
病
の
発
生 

が
予
冷
、
保
冷
に
よ
り
食
い
止
め
ら
れ
た
た
め
に
、
栽
培
面
積
も 

百
六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
前
後
に
安
定
し
て
き
た
。 

 

作
式
で
は
、
昭
和
十
年
ご
ろ
、
う
ね
幅
二
尺
、
株
間
七
～
八
寸 

の
栽
培
作
式
で
あ
っ
た
が
、昭
和
四
十
四
年
か
ら
マ
ル
チ
栽
培（
被 

覆
ビ
ニ
ー
ル
の
施
用
）
の
試
験
な
ど
を
实
施
し
、
昭
和
四
十
七
年 

に
は
完
全
に
マ
ル
チ
栽
培
が
普
及
し
た
。
そ
の
後
も
栽
培
密
度
や 

種
芋
の
大
き
さ
な
ど
の
試
験
を
繰
り
返
し
、
現
在
の
う
ね
幅
百
二 

十
セ
ン
チ
、
条
間
二
十
五
セ
ン
チ
、
株
間
十
五
セ
ン
チ
の
二
条
植 

え
が
確
立
さ
れ
た
。
里
芋
の
植
え
付
け
は
十
月
～
十
一
月
で
、
出 

荷
は
二
月
末
か
ら
六
月
期
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。 

2 

馬
鈴
薯 

 

馬
鈴
薯
の
栽
培
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
す
ぐ
種
子
芋
の 

導
入
に
よ
る
栽
培
が
な
さ
れ
て
い
た
。
品
種
は
主
に
農
林
一
号
で 

あ
っ
た
。本
町
の
資
料
に
よ
る
と
昭
和
四
十
一
年
の
栽
培
实
績
は
、 

五
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
百
四
十
一
ト
ン
、
二
百
十
二
万
一
千
円
が 

記
録
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
六
年
、
園
芸
振
興
会
が
結
成
さ
れ 

る
ま
で
の
生
産
物
の
大
半
は
自
家
用
向
け
栽
培
で
あ
っ
た
。
馬
鈴 

薯
に
つ
い
て
も
自
給
野
菜
と
し
て
多
く
の
農
家
が
栽
培
し
て
い 

た
。
そ
の
後
、
農
林
一
号
で
は
生
産
性
が
低
い
た
め
、
新
品
種
の 
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表 4 和泊町における主要輸送そ菜生産の推移 
区分 

種類 年次別 面 積 反 収 生産量 
販 売 量 販 売 額 

反 当 総 量 商品化率 反 当 総 額 

 
  a kg kg kg kg ％     

きゅうり 34年度 40 2,400 9,600 400 1,600  16 46,400 185,600 

胡  瓜 35年度 100 3,000 30,000 2,000 20,000  66 266,000 2,660,000 

 
36年度 400 1,000 40,000 375 15,000  37.5 30,000 1,200,000 

玉ねぎ 

34年度 50 4,000 20,000 800 4,000  20 64,000 320,000 

35年度 700 4,000 280,000 285 20,000   7 8,000 565,000 

36年度 850 3,000 225,000 470 40,000  17 11,000 1,000,000 

里 芋 

34年度 400 400 16,000 300 12,000  75 90,000 3,600,000 

35年度 1,600 400 64,000 250 40,000  62 47,500 7,600,000 

36年度 
500 800 40,000 300 15,000  37 15,000 750,000 

100 200 20,000 100 10,000  50 40,000 4,000,000 
 

表 5 輸送野菜生産実績（昭和 48～58） 

年度 

さ と い も に ん に く ば れ い し ょ 

作付面積 販売量 販売額 作付面積 販売量 販売額 作付面積 販売量 販売額 

  ha t 千円 ha t 千円 ha t 千円 

昭和48年 99.3 270.0 101,782 72.6 132.3 52,654 5.8 141.4 2,121 

昭和49年 124.6 553.8 319,561 51.1 140.4 37,488 10.6 84.8 16,950 

昭和50年 131.2 540.9 319,135 16.7 84.1 47,127 17.5 104.8 16,501 

昭和51年 130.0 472.0 340,959 30.0 126.0 87,443 15.0 130.0 24,310 

昭和52年 130.0 396.0 275,220 40.0 285.0 151,050 20.0 180.0 45,000 

昭和53年 124.7 500.7 310,291 62.5 415.7 183,488 48.2 318.2 69,956 

昭和54年 142.0 710.0 464,800 73.0 653.4 160,727 53.0 450.0 101,692 

昭和55年 161.3 806.5 336,307 40.8 84.1 35,658 61.0 563.7 124,014 

昭和56年 151.0 724.5 400,639 13.0 61.0 36,539 72.0 747.0 279,783 

昭和57年 150.1 725.0 415,389 20.0 120.0 67,136 150.7 1,556.0 358,940 

昭和58年 170.0 955.0 457,445 23.0 150.6 64,806 210.0 2,000.0 364,000 
 

え ん ど う い ん げ ん そ の 他 計 

作付面積 販売量 販売額 作付面積 販売量 販売額 作付面積 販売量 販売額 作付面積 販売量 販売額 

ha t 千円 ha t 千円 ha t 千円 ha t 千円 

9.8 47.7 11,925             181.7 450.0 166,361 

4.4 33.8 11,972             190.7 812.8 385,980 

3.0 7.9 3,387             168.4 737.7 386,150 

3.5 22.9 12,860             178.5 750.9 465,572 

6.0 58.0 58,000       4.0 88.0 15,840 200.0 1007.0 545,110 

11.5 125.3 78,292       8.6 219.6 14,391 255.5 1579.5 656,418 

15.6 125.1 37,698       2.8 24.7 6,935 286.2 1963.2 771,852 

11.8 117.8 105,549       6.8 80.3 16,539 281.7 1652.4 619,067 

16.1 208.8 189,101       15.7 174.1 33,898 267.8 1915.4 939,960 

30.3 355.0 179,550       12.6 149.2 51,136 363.7 2905.2 1,072,151 

31.0 237.3 160,705 7.0 140.0 98,680 6.6 50.8 14,185 447.6 3533.7 1,159,821 

 



導
入
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
四
十
九
年
に
メ
ー
ク
イ
ン
の
試
作
が 

行
わ
れ
、
翌
五
十
年
に
は
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
栽
培
さ
れ
た
。
そ 

の
後
面
積
は
急
速
に
拡
大
し
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
二
百
二
十
ヘ 

ク
タ
ー
ル
と
な
っ
た
。
経
過
の
中
で
一
部
で
農
林
一
号
（
カ
ル
ビ 

食
品
と
の
契
約
栽
培
）
も
栽
培
さ
れ
た
が
現
在
で
は
、
百
パ
ー
セ 

ン
ト
、
メ
ー
ク
イ
ン
品
種
に
統
一
さ
れ
、
市
場
で
も
和
泊
産
の
メ
ー 

ク
イ
ン
と
い
う
こ
と
で
銘
柄
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。 

 

メ
ー
ク
イ
ン
は
十
一
月
植
え
付
け
、
三
～
四
月
収
穫
出
荷
が
ほ 

と
ん
ど
で
あ
り
、
特
に
三
月
下
旪
に
出
荷
が
集
中
し
て
い
る
。
こ 

の
た
め
、
出
荷
ピ
ー
ク
の
山
く
ず
し
と
反
収
引
き
上
げ
の
た
め
、 

種
子
場
別
、
植
え
付
け
時
期
の
検
討
お
よ
び
マ
ル
チ
栽
培
の
普
及 

が
図
ら
れ
て
い
る
。 

3 

に
ん
に
く 

 

に
ん
に
く
は
昔
か
ら
栽
培
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は 

正
月
料
理
の
材
料
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
品 

種
は
在
来
種
で
、
主
に
茎
葉
を
食
し
、
球
根
は
漬
物
に
し
長
期
間 

保
存
で
き
た
。
ま
た
、
に
ん
に
く
は
香
味
料
と
し
て
、
広
く
食
卓 

に
な
じ
み
、
そ
の
用
途
も
多
様
化
し
て
い
た
。 

 

に
ん
に
く
の
商
品
価
値
と
経
済
性
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
昭
和 

三
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
在
来
種
と
と
も 

      

の
こ
ろ
か
ら
貿
易
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。（
表
6
） 

 

奄
美
で
は
明
治
三
十
年
の
こ
ろ
、
名
瀬
村
に
お
い
て
横
浜
商
人 

の
依
頼
を
受
け
た
池
畑
回
漕そ

う

店
が
山
野
の
自
生
百
合
根
を
採
取
さ 

せ
、
買
い
入
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

沖
永
良
部
の
野
生
百
合
根
が
島
外
へ
商
品
と
し
て
売
ら
れ
た
の 

が
明
治
三
十
七
年
、
市
来
崎
甚
兵
衛
氏
の
手
に
よ
っ
て
「
永
良
部 

ユ
リ
」
と
称
し
て
売
ら
れ
て
い
る
。 

 

沖
永
良
部
島
に
は
至
る
所
に
野
生
百
合
が
自
生
し
て
い
た
が
、 

特
に
大
山
周
辺
（
和
泊
寄
り
）
の
谷
山
・
上
城
・
新
城
と
玉
城
字 

に
多
く
、
弁
当
持
参
で
採
取
し
て
い
た
。 

 

野
生
百
合
を
圃ほ

場
に
栽
培
す
る
方
法
が
喜
美
留
宇
で
始
ま
り
、 

そ
の
後
、
和
泊
・
和
・
手
々
知
名
・
玉
城
字
な
ど
に
栽
培
が
広 

ま
っ
た
。
し
か
し
、
栽
培
す
る
一
方
で
、
野
生
百
合
根
の
取
り
引 

き
は
明
治
四
十
年
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。 

 

明
治
三
十
八
年
、
横
浜
か
ら
百
合
商
人
、
バ
ン
テ
ン
グ
・
ア
イ 

ザ
ッ
ク
氏
が
来
島
し
、
圃
場
栽
培
を
奨
励
し
た
の
で
ま
す
ま
す
圃 

場
栽
培
が
広
ま
っ
た
。
ま
た
、
輸
出
業
者
も
来
島
し
取
り
引
き
す 

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

栽
培
に
は
各
地
区
の
野
生
百
合
を
植
え
付
け
て
い
た
が
、
品
種 

改
良
、
選
抜
が
進
み
明
治
三
十
七
年
末
に
は
国
頭

く
に
が
み

根
太

ね
ぶ
た

、
同
三
十 

に
長
期
間
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
唐
ビ
ル
」
が
中
心
に
な
っ
て 

栽
培
さ
れ
て
い
た
。 

 

昭
和
三
十
年
宇
検
村
よ
り
新
品
種
「
宇
検
ビ
ル
」
が
導
入
さ
れ 

た
。
昭
和
四
十
三
年
に
は
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
栽
培
さ
れ
農
協
共
販
を 

通
じ
て
出
荷
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
系
統
選
抜
が
行
わ
れ
、
昭
和
五 

十
年
か
ら
和
泊
農
協
系
統
三
号
が
ほ
と
ん
ど
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に 

な
り
、
最
盛
期
に
は
七
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
栽
培
さ
れ
た
が
、
消
費 

市
場
の
嗜
好
性
を
伴
う
作
目
で
あ
る
た
め
消
費
が
伸
び
ず
、
現
在 

で
は
二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
を
維
持
し
て
い
る
。 

 

栽
培
に
つ
い
て
は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
現
在
で
は
、 

う
ね
幅
百
五
十
五
セ
ン
チ
、
床
幅
百
十
セ
ン
チ
、
株
間
二
十
セ
ン 

チ
の
六
～
七
条
植
え
が
定
着
し
て
い
る
。
植
え
付
け
時
期
は
九
月 

中
旪
で
四
月
出
荷
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。 

 

十
四 

花
卉

か

き

類 
(一) 
百
合

ゆ

り

（
鉄
砲
百
合
） 

国
内
に
お
け
る
百
合
の
輸
出
は
、
外
国
人
の
手
に
よ
っ
て
慶
応 

      

八
年
に
は
喜
美
留

き

び

る

黒
軸

く
ろ
じ
く

、
同
四
十
年
に
は
植
村

う
え
む
ら

青
軸

あ
お
じ
く

が
優
良
品
種 

と
し
て
、
選
抜
さ
れ
生
産
の
第
一
歩
を
築
い
た
。 

 

流
通
に
つ
い
て
は
、各
個
バ
ラ
バ
ラ
に
野
生
百
合
を
掘
り
取
り
、 

和
泊
の
商
人
を
通
し
て
販
売
し
て
い
た
。 

 

明
治
四
十
年
、
栽
培
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
大
島 

郡
農
会
が
商
社
と
の
間
に
入
っ
て
販
売
契
約
を
結
ん
で
い
た
が
、 

商
社
の
不
正
買
い
入
れ
の
た
め
、
明
治
四
十
四
年
契
約
販
売
法
は 

廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
百
合
根
の
販
売
と
い
う
特
殊
性
に
か
ん 

が
み
、
組
合
組
織
の
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
、
各
商
社
を
中
心
と
し 

た
専
属
グ
ル
ー
プ
組
織
が
で
き
た
。
こ
れ
は
現
在
の
荷
造
り
業
者 

の
基
礎
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

大
正
三
年
に
は
百
合
の
商
品
性
は
よ
り
高
く
な
り
、
島
は
百
合 

景
気
と
な
り
、
和
泊
村
の
売
上
高
は
、
百
六
十
八
万
三
千
球
で
八 

万
四
千
百
五
十
円
に
な
り
生
産
額
か
ら
み
れ
ば
黒
糖
に
次
ぐ
移
出 

品
と
し
て
大
き
な
伸
び
を
示
し
た
。（
表
7
） 

 

大
正
七
年
最
大
の
輸
出
先
で
あ
る
米
国
が
世
界
大
戦
に
突
入
し 

百
合
根
の
輸
入
禁
止
を
实
施
し
た
た
め
、
生
産
者
は
翌
年
の
種
子 

球
の
み
を
残
し
て
棄
却
し
た
。
し
か
し
、
翌
八
年
米
国
の
輸
入
禁 

止
令
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
需
要
の
増
大
に
生
産
が
追
い
つ
か
ず 

統
制
が
く
ず
れ
商
人
の
競
争
買
い
取
り
が
行
わ
れ
て
、
大
変
な
高 
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値
で
取
り
引
き
さ
れ
た
。
商
社
に
お
い
て
も
常
道
の
取
り
引
き
で 

は
百
合
根
が
手
に
入
ら
ず
畑
買
い
が
行
わ
れ
、
不
良
球
も
輸
出
さ 

れ
た
た
め
輸
出
先
で
弁
償
問
題
が
発
生
し
、
永
良
部
百
合
の
一
つ 

の
危
機
を
招
い
た
。 

 

大
正
十
一
年
、
輸
出
先
の
事
情
調
査
を
終
え
た
新
井
清
太
郎
商 

                          

店
初
代
社
長
は
、
鹿
児
島
県
庁
に
お
い
て
輸
出
先
の
事
情
説
明
を 

行
い
そ
の
足
で
渡
島
し
、
百
合
生
産
者
、
地
元
首
脳
者
を
集
め
、 

外
国
情
勢
や
百
合
の
病
害
球
、
老
球
の
輸
出
先
で
の
状
況
を
説
明 

し
、
百
合
の
品
質
向
上
の
た
め
畑
買
い
、
畑
売
り
は
せ
ず
、
選
別
、 

寸
法
取
り
引
き
を
实
施
す
る
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。
生
産
者
は
取 

り
引
き
方
法
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
百
合
栽
培
に 

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
表
8
） 

 

大
正
期
の
百
合
の
品
種
は
、
国
頭
根
太
、
喜
美
留
青
軸
の
ほ
か 

に
、
田た

皆み
な

全
黒

ぜ
ん
ぐ
ろ

、
町
田
黒
軸
、
余
多
黒
軸
、
瀬
名
黒
軸
、
ユ
ヌ
ブ 

イ
の
五
品
種
が
追
加
さ
れ
た
。 

 

栽
培
に
つ
い
て
指
導
者
は
な
く
一
人
一
人
の
体
験
に
よ
る
と
こ 

ろ
が
多
く
、
商
社
の
好
む
品
種
の
種
子
球
を
争
っ
て
栽
培
し
、
販 

売
す
る
熱
心
な
農
家
も
多
か
っ
た
。
現
在
「
永
良
部
ユ
リ
」
と
し 

て
名
声
を
は
せ
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
熱
心
に
研
究
、 

努
力
し
た
農
家
の
功
績
で
あ
る
。 

 

昭
和
四
年
、
百
合
栽
培
意
欲
の
高
ま
る
中
で
、
県
当
局
の
指
導 

を
仰
ぎ
「
沖
永
良
部
ユ
リ
同
業
者
組
合
」
を
設
立
し
、
病
害
虫
の 

防
除
、
栽
培
技
術
の
向
上
を
は
か
る
べ
く
、
組
合
に
検
査
員
を
数 

名
置
き
、
圃
場
検
査
、
移
出
検
査
を
行
い
、
優
良
な
球
根
栽
培
を 

目
指
し
て
努
力
し
た
。 
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  表 6 明治 4年より明治43年度までの百合の輸出球数と金額（全国） 

年 次 球 数 金 額 年 次 球 数 金 額 

明治 4年 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15 
   16 
   17 
   18 
   19 
   20 
   21 
   22 
   23 

不 明 
〃 

墺国展覧会出品 
不 明 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

100 
118 

  
3,977 
2,962 
2,400 
3,798 
4,584 
4,299 
8,116 

12,192 
13,435 
12,981 
15,024 
14,574 
14,875 
13,765 
16,881 
25,029 
25,018 

円 明治24年 
     25 
     26 
     27 
     28 
     29 
     30 
     31 
     32 
     33 
     34 
     35 
     36 
     37 
     38 
     39 
     40 
     41 
     42 
     43 

不     明 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 

   3,572,753 
   5,015,745 
   5,100,548 
   6,083,462 
   7,048,678 
   8,979,741 
   8,331,201 
   9,073,805 
   9,291,321 
   8,487,727 
  12,129,880 
  12,869,605 
  11,966,581 
  15,529,929 
  17,174,080 

 
 
 
 
 
球 

26,639 
33,468 
55,428 
68,224 
81,701 

102,289 
149,906 
128,820 
259,564 
257,919 
226,178 
238,987 
288,481 
335,391 
316,672 
492,584 
569,398 
445,303 
650,882 
737,888 

円 

（注）テッポウユリ以外のものを含む統計である。明治４年～１１年分は横浜港より輸出した分のみ。 
（「テッポウユリ栽培６５年史」より） 

 

表 7 大正元年より大正 9年までの和泊村の百合生産実績 

年 次 作付面積（ha) 収穫高（球） 10a当り球数 生産額（円） 

大正元年 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 

19.50 
36.60 
30.60 
52.00 
50.40 
37.10 
10.10 
11.30 

  

489,060 
732,000 

1,683,000 
2,930,730 
3,276,000 
1,855,000 

404,000 
135,600 
869,700 

2,508 
2,000 
5,500 
5,636 
6,500 
5,000 
4,000 
1,200 

  

9,782 
18,300 
84,150 
26,376 
16,360 
9,275 

362 
87,984 
60,879 

 

表 8 大正 11年より昭和 6年までの大島郡の百合生産実績 

年 次 作付面積 収 穫 高 産 業 額 10a当り収穫高 
移 出 高 

数 量 金 額 

大正11年 
   12 
   13 
   14 
昭和元年 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 

32.2 
80.4 

113.2 
127.9 
118.3 
119.7 
143.0 
184.9 
173.6 
160.7 

ha 1,879,740 
4,034,830 
8,236,200 
8,990,337 
8,746,517 
9,022,247 

10,134,110 
7,068,936 
9,877,517 
8,002,740 

球 333,526 
193,717 
221,081 
375,629 
283,320 
239,311 
227,168 
246,864 
416,837 
425,431 

円 5,838 
5,018 
7,270 
7,029 
7,394 
7,538 
7,090 
3,823 
5,690 
4,980 

球 1,777,570 
4,017,130 
7,899,816 
6,354,472 
5,005,140 
4,522,840 
4,414,194 
6,498,973 
7,010,757 
7,144,480 

球 322,287 
192,666 
211,557 
295,699 
253,138 
171,920 
131,364 
240,271 
352,642 
383,698 

円 

 

表 9 昭和６年度大島郡町村別の百合生産実績 

町 村 名 
作図面積 
（ha） 

収 穫 高 
（球） 

生 産 額 
（円） 

10a当り収 
穫高（球） 

単価 
（銭） 

名 瀬 町 
三 方 村 
大 和 村 
宇 検 村 
西 方 村 
実 久 村 
鎮 西 村 
東 方 村 
龍 郷 村 
笠 利 村 
喜 界 村 
早 町 村 
東天城村 
天 城 村 
和 泊 村 
知 名 村 
与 論 村 

0.6  
2.0  
0.2  
0.7  
0.6  
1.0  
5.3  
0.6  
2.4  
2.8  
4.1  
0.3  
1.5  
2.0  

105.4  
29.0  
2.2  

48,000  
150,000  

4,800  
18,550  
30,000  
26,100  
90,100  
39,600  
67,200  
92,600  

307,500  
8,310  

87,300  
120,000  

5,945,000  
899,580  
68,200  

1,440  
4,500  

240  
557  
900  
520  

2,702  
1,188  

672  
4,630  
4,613  

416  
2,619  
3,600  

344,846  
48,577  
3,410  

8,000 
7,500 
2,400 
2,650 
5,000 
2,600 
1,700 
6,600 
2,800 
3,307 
7,500 
2,770 
5,820 
6,000 
5,641 
3,102 
3,100 

3 
3 
5 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
5 
1.5 
5 
3 
3 
5.8 
5.4 
5 

（注）生産していない町村は除く。 

 



 
昭
和
六
年
、
百
合
生
産
は
過
剰
に
な
り
価
格
の
低
下
を
防
ぐ
た 

め
、
百
合
球
根
百
余
万
球
を
海
中
へ
投
棄
し
た
。 

 

昭
和
七
年
、
百
合
根
輸
出
商
社
は
、
海
外
に
お
け
る
市
場
確
保 

を
目
的
に
、
同
業
社
間
の
無
謀
な
競
争
を
避
け
、
輸
出
業
社
間
の 

利
益
と
生
産
者
の
利
益
を
守
り
な
が
ら
我
が
国
の
輸
出
振
興
を
図 

る
た
め
「
日
本
ユ
リ
根
輸
出
組
合
」
を
設
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
商 

社
の
中
か
ら
百
合
根
買
い
入
れ
に
対
し
悪
い
手
段
を
繰
り
返
し
、 

品
質
不
良
球
ま
で
も
輪
出
し
た
た
め
日
本
の
百
合
根
不
評
の
原
因 

を
つ
く
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
商
社
は
国
内
外
で
の
商
取
り
引
き 

が
で
き
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
商
社
は
別
の
手
段
を
用
い 

買
い
入
れ
を
し
よ
う
と
大
手
三
菱
商
事
を
担
ぎ
だ
し
、
当
時
の
沖 

永
良
部
ユ
リ
信
用
販
売
購
売
組
合
の
理
事
と
掛
け
合
っ
て
、
三
菱 

商
事
と
売
買
契
約
書
を
交
換
さ
せ
た
。 

 

し
か
し
、
沖
永
良
部
ユ
リ
組
合
員
三
千
四
百
三
人
中
百
三
十
八 

人
は
、三
菱
商
事
と
の
売
買
契
約
に
賛
同
せ
ず
押
印
し
な
か
っ
た
。 

そ
れ
は
従
来
二
十
余
年
も
横
浜
商
人
と
取
り
引
き
を
し
て
き
た
う 

え
、
横
浜
商
人
の
恩
恵
を
裏
切
る
こ
と
は
、
商
業
道
徳
上
よ
く
な 

い
こ
と
と
し
、
ま
た
、
将
来
三
菱
商
事
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
を
懸 

念
し
て
、
従
来
ど
お
り
横
浜
商
人
に
販
売
す
る
も
の
と
し
結
束
を 

固
め
た
。
ユ
リ
組
合
側
は
、
組
合
の
主
旨
に
反
対
す
る
組
合
員
を 

                          

反
対
派
と
称
し
、
出
荷
防
害
と
同
時
に
百
三
十
八
名
の
生
活
を
も 

脅
か
す
に
至
っ
た
。
組
合
側
と
百
三
十
八
名
の
反
対
派
と
称
さ
れ 

て
い
る
組
合
員
と
の
間
で
の
争
い
は
日
増
し
に
激
し
く
な
り
、
同 

年
七
月
七
、
八
日
に
は
、
保
安
課
や
徳
之
島
警
察
署
な
ど
か
ら
警 

察
官
が
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
事
態
は
悪
化
の
方
向
へ
と
進
ん
で 

い
っ
た
。
し
か
し
、
公
的
機
関
の
両
方
へ
の
働
き
か
け
に
よ
り
、 

不
祥
事
件
に
至
ら
ず
に
収
拾
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
出
来
事 

が
世
間
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
百
合
栽
培
史
上
「
ユ
リ
騒
動
」
と 

称
せ
ら
れ
る
不
祥
事
件
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
前
年
に
百
余
万
球
を
海
中
に
投
棄
し 

た
事
实
を
踏
ま
え
、
大
手
商
社
が
百
合
輸
出
業
者
に
な
れ
ば
生
産 

過
剰
は
回
避
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
生
産
者
の
期
待
感
と
、
横 

浜
商
人
へ
の
義
理
、
人
情
が
交
錯
し
た
生
産
者
の
心
の
紛
争
と
し 

て
読
み
と
れ
る
と
同
時
に
、
現
在
の
百
合
栽
培
に
か
か
わ
る
販
売 

の
基
礎
づ
く
り
の
騒
動
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

昭
和
十
年
代
に
入
っ
て
世
界
経
済
は
混
乱
の
度
を
増
し
、
支
那 

事
変
に
端
を
発
し
た
戦
争
は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
全
世
界
を
巻 

き
込
む
大
戦
争
と
な
り
、
百
合
根
の
輸
出
は
当
然
禁
止
さ
れ
た
。 

 

食
糧
事
情
の
悪
い
日
本
に
あ
っ
て
は
、
田
畑
に
は
食
糧
づ
く
り 

だ
け
を
奨
励
し
、
他
の
作
物
を
作
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
本
島
に
お 
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表 10 昭和 11年～14年の大島郡百合生産販売実績 

年度 

 

項目 

町村名 

昭 和 11 年 昭 和 12 年 昭 和 13 年 昭 和 14 年 

生産数量 

（球） 

輸出数量 

（球） 

販売金額 

（円） 

生産数量 

（球） 

輸出数量 

（球） 

販売金額 

（円） 

生産数量 

（球） 

輸出数量 

（球） 

販売金額 

（円） 

生産数量 

（球） 

輸出数量 

（球） 

販売金額 

（円） 

名 瀬 町 

三 方 村 

大 和 村 

宇 検 村 

西 方 村 

実 久 村 

鎮 西 村 

古仁屋村 

龍 郷 村 

笠 利 村 

喜 界 村 

東天城村 

天 城 村 

和 泊 村 

知 名 村 

与 論 村 

  

  

  

162,000 

75,000 

39,020 

34,250 

  

350,000 

70,500 

50,000 

129,300 

279,000 

3,884,890 

1,623,640 

400,300 

切花として 

  

  

155,000 

56,000 

23,000 

28,450 

  

300,000 

42,300 

50,000 

129,300 

273,000 

3,854,890 

1,010,162 

313,924 

800 

650 

  

4,650 

1,000 

460 

854 

  

6,000 

420 

250 

3,234 

10,920 

73,588 

22,116 

9,417 

  

  

  

187,000 

80,000 

42,109 

32,800 

  

330,000 

102,140 

72,000 

153,000 

210,000 

5,379,587 

1,287,600 

501,200 

切花として 

〃 

  

180,000 

60,000 

26,950 

27,305 

  

295,000 

71,500 

40,000 

153,000 

300,000 

5,080,677 

1,287,600 

406,112 

800 

600 

  

5,400 

1,766 

539 

546 

  

5,900 

1,421 

200 

4,337 

12,000 

245,000 

62,249 

17,613 

  

  

  

190,000 

89,600 

80,000 

36,250 

  

320,000 

100,000 

18,000 

125,251 

285,000 

4,527,560 

1,347,200 

425,300 

切花として 

〃 

〃 

187,500 

62,720 

58,400 

30,200 

  

280,000 

70,000 

10,000 

125,251 

275,000 

4,315,343 

718,589 

362,800 

800 

600 

216 

3,750 

2,015 

1,504 

  

830 

5,600 

1,500 

50 

1,459 

10,552 

157,285 

26,041 

14,512 

  

81,500 

  

108,430 

59,977 

50,500 

23,000 

31,500 

101,100 

20,000 

8,000 

56,755 

315,000 

6,850,150 

1,252,500 

549,918 

  

81,500 

  

121,056 

67,630 

48,000 

17,348 

25,000 

  

13,000 

1,000 

56,755 

315,000 

5,411,829 

901,459 

440,973 

  

1,580 

  

5,361 

1,532 

1,630 

419 

705 

  

3,260 

10 

2,079 

11,704 

312,508 

52,979 

19,326 

計 7,307,900 6,236,226 134,361 8,477,436 7,928,644 358,371 7,545,161 6,495,803 226,715 9,508,330 7,500,550 413,093 

（注）栽培面積は記載がないため 10a当り 10,000～8,000球で算出 栽培人員も不明 
      

 



い
て
も
昭
和
十
六
年
か
ら
輸
出
百
合
に
代
わ
っ
て
食
糧
が
栽
培
さ 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
和
泊
に
住
む
市
来
政
敏
氏
は 

「
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
、
こ
の
永
良
部
の
経
済
を
救
う
の
は
、
百 

合
以
外
に
な
い
」
と
信
じ
軍
部
の
圧
力
に
も
負
け
ず
種
子
球
の
保 

存
に
努
力
し
た
。 

 

戦
争
で
中
断
さ
れ
て
い
た
百
合
の
栽
培
は
、
昭
和
二
十
一
年
か 

ら
再
び
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
四
年
、
戦
後
は
じ
め
て
永
良
部
か
ら
百
合
根
を
積
ん 

だ
金
十
丸
が
日
本
本
土
へ
向
け
て
出
港
し
た
。
百
合
根
の
取
り
引 

き
に
あ
た
っ
て
は
、
臨
時
北
部
单
西
諸
島
政
府
が
栽
培
地
検
査
、 

出
荷
検
査
等
を
实
施
し
た
。
価
格
決
定
は
電
報
で
連
絡
し
あ
う
エ 

ル
シ
ー
取
り
引
き
で
行
わ
れ
、
現
在
の
供
託
金
制
度
の
基
礎
を
つ 

く
っ
た
。 

 

生
産
者
の
組
合
組
織
化
を
み
る
と
、
当
時
の
東
仲
一
町
長
が
中 

心
と
な
っ
て
「
永
良
部
ユ
リ
根
出
荷
組
合
」
が
結
成
さ
れ
、
品
質 

向
上
の
た
め
検
査
員
を
置
き
、
出
荷
規
格
の
統
一
、
栽
培
方
法
の 

指
導
、
病
害
虫
防
除
の
徹
底
等
を
行
い
優
良
球
根
の
生
産
に
努
力 

し
た
。 

 

種
子
球
の
繁
殖
方
法
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
期
（
昭
和
十 

六
年
ま
で
）
ま
で
は
木
子
繁
殖
（
一
部
で
リ
ン
片
繁
殖
あ
り
）
が 

      

植
村
青
軸
な
ど
の
よ
う
に
長
期
間
栽
培
さ
れ
、
こ
の
中
か
ら
選
抜 

さ
れ
新
品
種
を
産
み
だ
し
た
も
の
も
多
く
あ
っ
た
。
こ
れ
は
生
産 

農
家
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
熱
心
さ
に
よ
っ
て
改
良
、
選
抜
が
加
え 

ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
農
家
が
百
合
栽
培
に
命
を
か
け
て
い
た
こ 

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。 

 

百
合
の
栽
培
に
つ
い
て
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
、
大
島
全
郡
的
に 

普
及
し
て
い
た
こ
と
は
多
く
の
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日 

本
復
帰
を
契
機
に
し
て
他
島
で
は
栽
培
が
み
ら
れ
ず
、
沖
永
良
部 

島
だ
け
が
栽
培
を
継
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
市
来
政
敏 

氏
な
ど
の
ご
と
き
人
的
資
源
に
恵
ま
れ
た
こ
と
、
比
較
的
労
働
力 

を
必
要
と
す
る
作
物
で
あ
り
、
本
島
で
は
若
年
層
が
取
り
組
み
栽 

培
管
理
が
徹
底
す
る
と
同
時
に
研
究
熱
心
な
農
家
が
多
か
っ
た
こ 

と
、
地
理
的
条
件
の
中
で
塩
害
に
強
く
、
台
風
に
遭
わ
な
い
防
災 

作
物
と
し
て
、
ま
た
砂
糖
き
び
と
の
輪
作
が
う
ま
く
か
み
合
っ
た 

こ
と
、
販
売
の
た
め
の
流
通
機
構
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど 

が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
指
定
商
社
と
専
属
集
荷
業
者
、
専
属
生
産
者
等
の
縦
の 

関
係
が
強
く
、
契
約
栽
培
と
品
質
管
理
が
う
ま
く
で
き
た
こ
と
も 

産
地
形
成
の
要
因
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 

（
小
林
正
芳
著「
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
栽
培
65
年
史
」参
照
） 

主
で
あ
っ
た
が
、
親
球
の
持
つ
病
害
が
遺
伝
す
る
た
め
生
産
球
に 

支
障
を
生
じ
、
昭
和
二
十
一
年
ご
ろ
か
ら
は
木
子
を
使
わ
ず
リ
ン 

片
繁
殖
で
行
う
よ
う
指
導
が
図
ら
れ
、
病
害
の
予
防
策
を
講
じ
る 

方
法
が
と
ら
れ
た
。 

 

戦
後
の
品
種
は
、
植
村
青
軸
、
喜
美
留
黒
軸
、
畦
布
高
黒
、
余 

多
黒
軸
、
ユ
ヌ
ブ
イ
、
实
正
等
が
増
殖
さ
れ
た
が
ア
ン
ゴ
ウ
系
統 

の
優
良
品
種
が
選
抜
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
五
年
に 

は
、
植
村
青
軸
、
喜
美
留
黒
軸
以
外
の
四
品
種
は
姿
を
消
し
、
佐 

伯
三
十
号
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
殿
下
等
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
。
特
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
九
年
新
井
清
太
郎 

商
店
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
以
来
広
く
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
。 

 

昭
和
四
十
年
、
農
林
省
種
苗
登
録
品
種
「
ひ
の
も
と
」
が
本
島 

に
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
他
の
品
種
は
姿
を
消
し
、現
在
の｢

ジ
ョ
ー 

ジ
ア
」
と
「
ひ
の
も
と
」
の
二
大
品
種
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な 

っ
た
。 

 
農
家
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
本
島
で
栽
培
さ
れ
た
品
種
は
、
三
十 

数
種
類
に
及
ぶ
が
、
土
質
、
気
候
、
風
土
の
制
約
を
受
け
る
中
で 

栽
培
の
難
し
い
も
の
や
、
新
た
に
新
品
種
が
選
抜
さ
れ
る
な
ど
の 

歴
史
的
背
景
の
中
で
、
短
期
間
栽
培
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、 
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表 11 昭和 27年の百合生産販売実績 琉球植物防疫所奄美支所 

町村名 栽培面積 生産数量 輸出実績 栽培人員 輸 出 先 

三方村 
鎮西村 

龍郷村 
和泊町 
知名町 
与論村 

野 生 
野 生 

1.17ha 
24.88 
 6.82 
 2.18 

球 
 

97,349 
2,168,974 

400,912 
72,048 

1,020球 
500 

30,000 
1,787,312 

235,000 

人 
 

15 
980 
373 

横浜市多崎貿易商 
神戸市長田区西代西柳谷 松井堅二 

鹿児島市加治屋町 伊地知昇 
横浜市新井商店，第1種苗k.k.岩本嘉平衛商会 
福井県昭和町 北 栄郷 
輸出なし 

計 35.05 2,739,283 2,053,832 1,368   

（注）生産数量は輸出検査受検球数，鎮西村は野生ウケユリ 

表 12 昭和 28年の百合生産販売実績 琉球植物防疫所奄美支所 

町村名 栽培面積 生産数量 輸出実績数 栽培人員 輸 出 先 

宇検村 
鎮西村 
龍郷村 
和泊町 
知名町 

野 生 
野 生 

0.61ha 
 21.21 
  3.35 

球 
  

  50,282 
1,472,133 
 149,155 

7,422球 
400 

38,200 
1,282,060 

86,465 

人 
 

7 
706 
145 

東京第一種苗k.k. 
      〃 
      〃 
新井商店 坂田 大和 
第一種苗 高木商会 

計  25.17 1,671,570 1,414,547  858   

（注）生産数量は輸出検査受検数量。宇検村野生ユリは野生オニユリ 
     鎮西村野生ユリは野生ウケユリ。本年度の輸出総額はUS＄34,700.36 
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(二) 

フ
リ
ー
ジ
ア 

 

沖
永
良
部
島
に
フ
リ
ー
ジ
ア
が
導
入
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
二 

年
農
林
省
農
業
試
験
場
久
留
米
支
場
の
連
絡
試
験
に
よ
る
試
作
栽 

培
が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

試
作
品
種
は
、
レ
フ
ラ
ク
タ
ア
ル
バ
ー
と
バ
タ
ー
カ
ッ
プ
の
二 

品
種
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ラ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゴ
ー
ル
デ
ン
エ
ロ
ー
が 

有
望
で
あ
る
と
の
こ
と
か
ら
試
作
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
成 

績
が
優
良
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
三
十
五
年
か
ら
本
格
的
に
奨
励 

品
種
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

昭
和
三
十
七
年
十
月
、
沖
永
良
部
フ
リ
ー
ジ
ア
生
産
販
売
組
合 

を
設
立
し
、
組
合
の
申
し
合
わ
せ
事
項
な
ど
を
規
約
と
し
て
制
定 

し
集
出
荷
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。 

 

昭
和
三
十
九
年
四
月
、
同
組
合
を
沖
永
良
部
フ
リ
ー
ジ
ア
生
産 

出
荷
組
合
と
改
名
し
、
久
留
米
支
場
よ
り
十
一
品
種
の
委
託
栽
培 

を
受
け
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
、
商
社
も
競
っ
て
数
品
種
の
委
託 

栽
培
を
实
施
し
品
種
の
改
良
に
努
め
た
。
こ
の
当
時
の
作
付
面
積 

は
約
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
販
売
量
四
百
六
十
一
箱
、
販
売
代
金
五
百 

九
十
六
万
円
余
り
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
四
十
年
八
社
と
の
間
に
統
一
規
格
に
よ
る
売
買
が
開
始
さ 

                          

れ
た
た
め
栽
培
面
積
、
生
産
量
と
も
、
著
し
く
拡
大
し
、
生
産
技 

術
の
向
上
、
適
期
収
穫
、
乾
燥
処
理
の
徹
底
等
を
实
施
し
た
た
め 

生
産
性
の
高
い
作
物
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

                 

機械覆土の場合は浅植になり易いので、覆土は床面を 

カマボコ型に整地する。 

〔植 付〕 

(1)植付適期は9月下旬～10月下旬までとする。 

(2)植付は小球から植えて、大球にうつる。 

(3)晴天時に植え、降雨直後は植付しない。 

(4)植付密度は、条間18cｍ、株間16cmとし、やや密植型に植える。 

(5)植え溝には根ダニ防除として、ダイシストン粒剤を球根の下部に接触 

 するように施す。(10a当り4～5袋) 

〔除草剤の散布〕 

(1)雑草の繁茂は、ゆりの生育に障害になるので、植付直後除草剤を散布 

 する。 10a当たり(カーメックス水和剤150g、水200ℓ)のを散布する。 

(2)除草剤は土の水分が、充分あることが必要で、乾燥していると効果が 

  うすいので適宜水量を増量する。 

(3)ムラサキカタバミ（ヤハタ草）の多いほ場は、植付直後、ＭＯ乳剤を 

 10a当たり1,500ccを200ℓの水に溶かし散布する。(発芽後は薬害を生 

 ずるので絶対使用しないこと) 
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表 14  フリージア栽培の推移（和泊町分） 

年 次 
（昭和） 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

面 積 
（ha) 

0.3 - 3.0 7.06 7.31 10.35 26.76 25.0 25.0 30.0 50.0 

販売球数 
（千球） 

- - 461箱 3,354 7,382 8,059 19,424 15,390 15,000 18,000 30,874 

販売額 
（千円） 

320 - 5,961 8,734 11,838 16,800 47,838 43,605 40,000 54,000 72,856 

 

年 次 
（昭和） 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

面 積 
（ha) 

45.0 49.2 85.2 71.2 72.8 84.0 86.0 75.0 90.0 104.2 88.2 

販売球数 
（千球） 

23,539 25,168 37,922 46,077 55,152 55,047 42,018 41,018 52,327 62,436 40,148 

販売額 
（千円） 

74,940 133,749 182,996 194,338 240,379 253,217 202,425 262,507 293,023 343,349 261,462 

 



                           

(三) 

切
り
花
（
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
な
ど
） 

 

沖
永
良
部
地
域
の
温
暖
な
気
候
を
生
か
し
た
冬
期
切
り
花
と
し 

て
、
昭
和
四
十
五
年
一
部
農
家
の
試
作
に
よ
り
栽
培
が
広
め
ら
れ 

た
。 

 

本
島
は
試
作
に
よ
り
冬
期
の
温
度
が
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
栽
培
に
適 

し
て
い
る
こ
と
か
ら
露
地
栽
培
が
行
わ
れ
、
品
質
的
に
も
優
れ
市 

場
性
も
高
い
こ
と
か
ら
生
産
農
家
も
遂
次
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ 

て
い
る
。
し
か
し
品
質
の
選
定
や
適
地
圃
場
の
選
定
、
輸
送
方
法 

等
の
問
題
も
多
く
、
生
産
農
家
自
ら
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が 

ら
検
討
を
重
ね
た
結
果
良
く
な
っ
て
き
た
。 

 

栽
培
時
期
と
品
種
と
の
関
係
、
秋
冬
季
の
季
節
風
と
土
壌
の
乾 

燥
に
よ
る
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
発
生
や
品
種
間
に
よ
る
作
式
の
問
題
等 

も
あ
っ
た
が
技
術
員
と
生
産
者
の
一
体
と
な
っ
た
研
究
努
力
に
よ 

り
解
明
さ
れ
本
格
的
な
切
り
花
と
し
て
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。 

昭
和
五
十
五
年
、
切
り
花
生
産
農
家
育
成
を
目
的
と
し
た
、
花 

卉
中
核
産
地
育
成
事
業
の
導
入
に
よ
り
、
沖
永
良
部
花
き
セ
ン
タ
ー 

を
建
設
、
集
出
荷
施
設
や
冷
蔵
施
設
等
の
整
備
を
図
り
、
生
産
販 

売
の
有
利
性
と
切
り
花
生
産
農
家
の
組
織
化
を
確
立
し
、
流
通
の 

近
代
化
、
消
費
者
の
動
向
に
対
応
し
う
る
体
制
づ
く
り
が
進
め
ら 

                          

れ
た
。 

本
島
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
品 

種
と
そ
の
特
性
は
次
の
と
お
り 

で
あ
る
。 

１ 

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ブ
ラ
ン
ド
― 

花
色
は
鮮
紅
色
、
市
場
性
が 

高
く
耐
病
性
あ
り
、
草
姿
花 

容
と
も
極き

わ

め
て
よ
い
が
、
ブ 

ラ
イ
ン
ド
が
起
こ
り
や
す 

い
。 

２ 

コ
ー
デ
ュ
ラ
―
―

緋
紅 

色
、
極
早
生
系
で
抑
制
促
成 

に
用
い
ら
れ
る
。 

３ 

レ
ッ
ド
ビ
ュ
ゥ
テ
ィ
ー
― 

赤
色
バ
レ
リ
ア
の
花
色
、
長 

穂
で
花
つ
き
が
良
く
平
弁
大 

輪
の
中
生
種 

４ 

ヘ
ク
タ
ー
―
―

濃
朱
紅 

色
、
大
輪
波
状
咲
き
種 

５ 

ト
パ
ー
ズ
―
―
鮮
黄
色
波 
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表 15 フリージア球根栽培基準 

時 期 主な作業 作 業 内 容 お よ び 注 意 

8 月上旬 

～8 月下旬 
ほ場の選定 

○排水のよいほ場を選ぶこと。 
○酸性土壤では、生育が悪いので矯正する。 
○ほ場は、  早目に深耕し、土壤の風化をはかること。 
○連作をさけ、 5年に１作の輪作を行うこと。 

8 月下旬 

～9 月上旬 

施 肥 

肥 料 名 
施 用 料 

施 用 方 法 
 

 ※ 

苦土石灰 

量は土壌 

ＰＨによ 

りきめる 

元 肥 追肥 

堆  肥 2,000kg －  定植3週間前全層 

I B S I 号 160 －  定植前日、全層 

ヨーリン又 
はリンスター 

40 －  堆肥と同時 

※苦土石灰 100 －  堆肥と同時 

種球の種別 

および消毒 

○異品種の混入していない木子を用いる。 
○木子は 1ℓ当たり 600～1,000球である。 
○10a当たり160～200 ℓの木子が必要である。(4箱) 
○木子の規格を大中小にふるい分ける。 
○消毒はスミチオン乳剤 500倍とグリンチオノック水和剤の 
混合液に 60分浸漬する。 

作 式 

 

9 月上 

～下旬 

植え付け 

○１m 幅の床に条間 10～12cm、株間 2.5～3cmを基準（大木子）
に散播する。 

○植溝にはダイシストン粒剤を施用する。（10a当たり 2袋(6kg)
散布する。） 

○覆土は 3～4cmぐらいとする。 

除草剤 ○ゆり球根栽培に準ずる。 

2月～3月 

摘 花 
○2月末から開花がみられるので、バイラス株の抜取り、異品種
の抜取りをして摘花する。深く切らないこと。 

○摘花は 2～3回行う。葉は傷つけないよう大事に取る。 

薬剤散布 
○石灰ボルドー液、マンネブタイセン水和剤等を散歩し病害虫
防除につとめる。 

4 月 下 旬 
収 穫 
調 整 

○成熟したほ場から収穫する。 
○茎葉を除去し風乾する。（箱に入れたまま放置しない） 
○根っこを取り各家庭で 1 週間以上乾燥させて集荷場へ持ちこ
む。 

 

表 16 グラジオラス年次別生産実績 

 

52年 53年 54年 
面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

和泊町 6.0 900 32,000 8.0 1,120 40,000 13.0 1,950 105,300 

知名町 1.5 360 14,000 2.5  600 20,000  6.6  850  6,400 

 

55年 56年 57年 58年 

面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

面 積 
(ha) 

生産量 
（千本） 

販売額 
（千円） 

和泊町 15.0 2,700 114,500 20.0 3,500 144,000 25.0 4,500 222,750 27.1 4,802 241,159 

知名町 11.5 1,610 119,600 14.0 1,833  98,940 
      

 



 
状
咲
き
の
大
輪
で
厚
弁 

６ 
ト
ラ
ベ
ラ
―
―
明
る
い
桃
色
の
大
輪
種
で
厚
弁 

 

(四) 
そ
の
他
の
花
卉
類 

 

球
根
生
産
に
つ
い
て
は
、
百
合
、
フ
リ
ー
ジ
ア
の
ほ
か
に
、
ス 

イ
セ
ン
、
ア
マ
リ
リ
ス
、
リ
コ
リ
ス
、
カ
ラ
ジ
ウ
ム
等
が
栽
培
さ 

れ
植
物
防
疫
官
の
検
査
を
経
て
出
荷
さ
れ
て
い
る
。 

 

切
り
花
類
に
つ
い
て
は
、露
地
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
の
ほ
か
は
、菊
、 

ス
タ
ー
チ
ス
、
リ
ア
ト
リ
ス
、
カ
ス
ミ
草
等
が
主
体
に
栽
培
さ
れ 

て
い
る
が
栽
培
年
数
が
浅
い
た
め
、
農
家
へ
の
普
及
が
図
ら
れ
て 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
試
作
的
栽
培
さ
れ
て
い
る
品 

目
は
、
ガ
ー
ベ
ラ
、
ア
カ
パ
ン
サ
ス
、
ス
ト
レ
ッ
チ
ア
、
ナ
ル
コ 

ユ
リ
、
ブ
ル
バ
ル
デ
ィ
ア
、
ド
ラ
セ
ナ
、
バ
ラ
等
の
切
花
、
切
葉 

が
あ
る
。 

 

近
年
観
葉
植
物
に
つ
い
て
も
手
が
け
る
農
家
が
あ
る
。
こ
れ
は 

将
来
に
向
け
て
製
品
化
が
で
き
る
可
能
性
が
見
え
て
き
た
こ
と
と 

い
え
よ
う
。 

         

と
い
わ
れ
て
い
る
。
種
子
は
そ
れ
よ
り
約
三
〇
年
ほ
ど
遅
れ
て 

長
崎
と
鹿
児
島
県
指
宿
市
に
輸
入
さ
れ
た
。
一
六
八
〇
年
頃
に 

な
る
と
関
東
以
西
の
各
地
に
た
ば
こ
産
地
が
出
来
た
。
こ
れ
が 

今
日
在
来
種
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
祖
で
あ
る
。
当
時
は
開
墾
畑 

に
の
み
栽
培
が
許
さ
れ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
山
間
や 

寒
村
に
多
く
分
布
し
た
。 

 
 

紙
巻
た
ば
こ
の
主
原
料
で
あ
る
黄
色
種
は
明
治
三
十
五
年 

（
ブ
リ
タ
ニ
カ
辞
典
）
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
種
子
を
輸
入
し
た
も 

の
で
あ
る
。 

 
 

収
穫
は
通
常
着
位
に
よ
り
下
か
ら
土
葉
、
中
葉
、
本
葉
、
天 

葉
と
区
分
し
て
い
る
が
、
上
位
葉
に
な
る
ほ
ど
葉
肉
が
厚
く
ニ 

コ
チ
ン
も
多
く
な
り
喫
味
が
強
く
な
る
。（
図
5
参
照
） 

 
 

た
ば
こ
は
嗜
好

し
こ
う

作
物
で
あ
り
品
質
が
極
め
て
重
視
さ
れ
る
が 

葉
の
化
学
成
分
は
喫
味
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。 

 
 

ニ
コ
チ
ン
は
た
ば
こ
特
有
の
成
分
で
一
種
の
ア
ル
カ
ロ
イ
ド 

で
あ
り
、
そ
の
他
に
ノ
ル
ニ
コ
チ
ン
、
ア
ナ
バ
シ
ン
等
の
ア
ル 

カ
ロ
イ
ド
を
尐
量
含
む
。
ニ
コ
チ
ン
の
含
量
が
多
い
と
喫
昧
が 

強
く
な
る
。
喫
味
を
良
く
す
る
成
分
と
し
て
そ
の
他
に
糖
分
、 

有
機
酸
、
樹
脂
、
精
油
成
分
等
が
あ
る
。 

 
 

日
本
で
の
栽
培
面
積
は
終
戦
直
後
の
二
万
三
千
ヘ
ク
タ
ー
ル 

十
五 

た
ば
こ 

 

「
た
ば
こ
」
の
こ
と
に
つ
い
て
、
野
口
弥
吉
監
修
「
農
学
大
辞 

典
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「 

原
産
地
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
、
有
史
以
前
か
ら
今
の
メ
キ
シ 

 

コ
地
方
に
繁
栄
し
て
い
た
マ
ヤ
族
が
喫
煙
の
創
始
者
だ
っ
た
と 

 

伝
え
ら
れ
る
。
一
四
九
二
年
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
発 

 

見
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
輸
入
さ
れ
た
。
当
時
は
神
聖
草
あ 

 

る
い
は
霊
薬
草
と
称
し
て
医
薬
品
扱
い
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

日
本
に
初
め
て
た
ば
こ
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
一
五
七
〇
年
頃 

               

を
基
に
そ
の
後
急
激
に
増
加
し
て
、
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十 

年
）
に
は
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
最
高
の
八
万
七
千
ヘ
ク
タ
ー 

ル
に
達
し
た
。
そ
の
後
在
庫
増
の
た
め
面
積
の
規
制
が
行
な
わ 

れ
て
い
る
。 

種
類
別
の
栽
培
面
積
で
は
黄
色 

種
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
在
来
種
三 

十
パ
ー
セ
ン
ト
、
バ
ー
レ
種
九 

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
あ
る
。 

 
                        

た
ば
こ
の
産
地
に
つ
い
て
は
、 

元
録
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇 

四
年
）
か
ら
国
内
の
至
る
所
に
産 

地
が
出
来
て
い
た
。
幕
府
の
積
極 

的
な
保
護
奨
励
の
政
策
も
取
ら
れ 

る
に
及
ん
で
名
葉
産
地
が
出
来
、 

主
産
地
と
し
て
鹿
児
島
の
国
分
、 

指
宿
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。」 

 

 
 

沖
永
良
部
島
へ
の
た
ば
こ
の
伝 

来
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、 

島
津
藩
の
琉
球
侵
攻
後
、
奄
美
の  
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表 17  葉たばこ産地の推移 

町
名 

項目 
年次 

耕作戸数 
（戸） 

耕作面積 
（a） 

10a当り 
収穫（kg） 

生産量 
（kg） 

生産額 
（千円） 

和 

泊 

町 

52年 58 3,001 272 81,510.5 103,130 

53年 53 3,010 134 40,199 50,565 

54年 50 2,888 200 57,911 81,066 

55年 44 2,913 223 65,000 92,182 

56年 44 2,766 225 62,338 81,973 

57年 38 2,190 249 54,602 81,192 

58年 31 2,030 230 46,826 65,691 

 



各
島
々
に
置
か
れ
た
代
官
役
所
の
役
人
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の 

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
年
）
日
用
必
需
品 

と
砂
糖
と
の
交
換
比
率
を
藩
に
お
い
て
規
定
し
配
布
さ
れ
た
交
換 

比
率
表
に
、
た
ば
こ
一
斥
と
砂
糖
と
の
交
換
比
率
が
明
記
さ
れ
て 

い
る
こ
と
か
ら
、
島
民
の
間
で
も
喫
煙
の
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が 

う
か
が
え
る
。そ
の
後
の
記
録
で
は「
沖
永
良
部
島
郷
土
史
資
料
」 

の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
上
国
日
記
」（
安
政
五
年
）
の
中
で 

口
上
覚
と
し
て
「
煙
草
壱
芭
但
四
拾
斥
人
」
が
土
産
用
と
し
て
船 

積
み
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
ば
こ
が
沖
永
良
部
島
で
栽
培
さ 

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

明
治
期
に
入
っ
て
も
た
ば
こ
栽
培
は
各
個
人
が
消
費
す
る
自
家 

用
の
域
を
抜
け
だ
せ
ず
商
い
と
し
て
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ 

う
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
域
の
特
性
か
ら
し
て
海
上
交
通
の
不
便
の 

た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
昭
和
二
十
年
ご
ろ
ま 

で
続
い
て
い
た
。 

 

大
島
郡
は
昭
和
二
十
年
か
ら
八
年
間
、
日
本
か
ら
切
り
離
さ
れ 

て
ア
メ
リ
カ
軍
の
統
治
下
に
置
か
れ
本
土
と
の
流
通
交
易
は
で
き 

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
群
島
内
も
し
く
は
沖
縄
と
の
交
通
往
来
は 

自
由
に
で
き
た
。
そ
の
中
で
日
本
国
の
専
売
法
の
適
用
を
受
け
る 

こ
と
な
く
た
ば
こ
は
自
由
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
根
折
字 

      

品
価
値
を
高
め
た
。
調
整
さ
れ
た
た
ば
こ
葉
は
半
斥
ず
つ
束
ね
ら 

れ
、
母
屋
（
オ
モ
テ
）
の
畳
の
下
に
敶
き
つ
め
畳
で
重
石
を
し
、 

七
日
ぐ
ら
い
後
に
集
め
る
。
集
め
た
た
ば
こ
葉
は
買
い
手
が
つ
く 

ま
で
籾
俵
（
ト
ー
ラ
ン
グ
）
な
ど
の
用
具
に
詰
め
込
み
保
存
し
て 

い
た
。 

 

た
ば
こ
の
収
穫
時
期
に
は
大
量
に
出
回
る
た
め
値
段
は
安
か
っ 

た
。
し
か
し
、
冬
場
か
ら
春
先
に
か
け
て
は
た
ば
こ
葉
商
人
の
在 

庫
量
も
尐
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
た 

ば
こ
葉
は
高
値
で
取
り
引
き
さ
れ
た
（
畦
布
た
ば
こ
栽
培
農
家 

談
）」 

た
ば
こ
は
、
自
給
農
家
で
は
ほ
と
ん
ど｢

刻
み
た
ば
こ
」
で
、
き 

せ
る
の
使
用
に
よ
っ
て
喫
煙
し
て
い
た
。
し
か
し
、
商
売
と
し
て 

成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
紙
巻
き
た
ば
こ
が
普
及
し
た
。 

た
ば
こ
葉
を
買
い
集
め
、
自
宅
で
使
用
人
を
使
い
、
刻
み
た
ば
こ 

や
紙
巻
き
た
ば
こ
と
し
て
店
頭
で
売
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

「 

当
時
和
泊
町
に
は
、
た
ば
こ
葉
を
買
い
集
め
る
商
人
は
三
～ 

四
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
沖
永
良
部
島
は
温
暖
な
た
め
、
た
ば
こ 

葉
栽
培
に
適
地
で
あ
り
大
量
に
栽
培
す
る
農
家
も
み
ら
れ
「
永
良 

部
た
ば
こ
」
と
称
さ
れ
郡
内
全
域
に
そ
の
名
声
が
高
ま
っ
た
。 

 

後
年
、
沖
永
良
部
産
の
た
ば
こ
葉
だ
け
で
は
郡
内
の
小
売
商
店 

の
古
老
は
「
永
良
部
は
戦
前
で
も
自
家
用
と
し
て
な
ら
自
由
に
栽 

培
さ
れ
て
い
た
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。
昭
和
二
十
二
年
ご
ろ
ま
で 

栽
培
さ
れ
て
い
た
品
種
は
、
通
称
丸
葉
と
い
わ
れ
て
い
る
在
米
種 

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
昭
和
二
十
四
年
ご
ろ
、
畦
布
字
の
農
家
が
鹿 

児
島
指
宿
市
か
ら
黄
色
種
（
通
称
米
葉
）
の
種
子
を
取
り
寄
せ
て 

栽
培
し
た
と
こ
ろ
、
大
変
気
候
に
な
じ
み
品
質
の
良
い
た
ば
こ
が 

大
量
に
で
き
た
。
そ
の
後
昭
和
二
十
八
年
日
本
復
帰
ま
で
自
給
用 

と
し
て
栽
培
さ
れ
た
。 

 

た
ば
こ
の
収
穫
は
成
熟
の
期
を
見
は
か
ら
っ
て
行
う
が
、
下
葉 

三
～
四
枚
ま
で
は
早
く
成
熟
す
る
た
め
一
枚
ず
つ
摘
み
取
り
、
一 

株
分
を
一
束
に
し
て
束
ね
る
。
残
り
は
黄
色
に
変
色
す
る
成
熟
期 

を
見
は
か
ら
っ
て
根
元
か
ら
刈
り
取
る
。
束
ね
た
下
葉
、
刈
り
取
っ 

た
幹
に
つ
い
た
た
ば
こ
葉
は
乾
燥
の
た
め
、
母
屋
（
オ
モ
テ
）、 

台
所
居
間
（
ト
ー
グ
ラ
）、
高
倉
等
の
屋
根
裏
か
ら
つ
る
し
て
自 

然
乾
燥
さ
せ
て
い
た
。
質
の
良
い
製
品
を
作
る
た
め
に
は
台
所
か 

ら
出
る
煙
に
触
れ
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。 

「
乾
燥
が
進
む
と
調
整
に
入
る
。
調
整
は
夜
な
べ
仕
事
と
し
て
行 

わ
れ
た
。
手
で
一
枚
一
枚
な
で
て
、
よ
じ
れ
や
し
わ
を
の
ば
し
て 

い
く
と
、
た
ば
こ
や
に
が
手
に
付
く
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
菜
タ
ネ 

油
を
使
う
。
よ
く
の
び
る
こ
と
も
あ
る
が
、
見
た
目
が
美
し
く
商 

      

の
要
求
す
る
製
品
量
に
対
し
生
産
量
が
不
足
し
、
沖
縄
今
帰
仁
か 

ら
た
ば
こ
葉
を
仕
入
れ
永
良
部
産
と
混
合
し
「
永
良
部
た
ば
こ
」 

と
し
て
販
売
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。（
和
泊
古
老
談
）」 

 

た
ば
こ
の
刻
み
方
は
、
最
初
は
包
丁
に
よ
る
手
刻
み
で
あ
っ
た 

が
、
終
戦
後
人
力
に
よ
る
た
ば
こ
刻
み
機
械
が
で
き
、
昭
和
二
十 

五
年
ご
ろ
か
ら
電
動
式
た
ば
こ
刻
み
機
を
使
用
し
大
量
に
製
品
化 

す
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
の
時
期
島
外
出
荷
に
よ
り
、栽
培
農
家
、 

商
人
な
ど
に
た
ば
こ
成
り
金
が
生
ま
れ
た
。 

 

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
奄
美
群
島
が
日
本
復
帰
す 

る
こ
と
に
よ
り
、
当
然
の
こ
と
専
売
法
の
適
用
を
受
け
、
た
ば
こ 

の
栽
培
、
販
売
は
禁
止
さ
れ
、
紙
巻
き
た
ば
こ
を
製
造
し
て
い
た 

商
人
の
機
械
、
機
具
等
は
国
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復 

帰
後
本
土
と
の
流
通
も
活
発
に
な
り
本
土
か
ら
専
売
公
社
の
製
品 

が
大
量
に
安
価
で
入
荷
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ヤ
ミ
商
売 

も
生
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
姿
を
消
し
た
。 

 

葉
た
ば
こ
栽
培
に
つ
い
て
、
復
帰
後
二
十
一
年
間
、
日
本
で
唯 

一
の
栽
培
禁
止
区
域
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
奄
美
群
島
に
対 

し
、
昭
和
四
十
九
年
日
本
専
売
法
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
に 

よ
っ
て
、
翌
五
十
年
産
よ
り
、
専
売
法
の
下
に
お
い
て
葉
た
ば
こ 

が
栽
培
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

142 143 



 
喫
煙
の
古
い
な
ら
わ
し
に
つ
い
て
、
柏
常
秋
著
「
沖
永
良
部
島 

民
俗
誌
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
原
文
を 

掲
載
す
る
。 

「 

煙
草
を
愛
用
す
る
者
は
男
子
に
多
く
、
女
子
に
は
老
年
層
に 

 

稀
に
あ
っ
た
。
喫
煙
の
動
機
を
、
人
を
訪
門
し
た
時
の
手
持
無 

 

沙
汰
を
紛
ら
わ
す
た
め
の
も
の
と
心
得
て
い
る
者
が
尐
な
く
な 

 

か
っ
た
。
若
者
の
喫
煙
を
白
眼
視
す
る
風
が
あ
っ
て
男
子
に
は 

 

生
意
気
、
女
子
に
は
遊
女
の
真
似
を
す
る
も
の
と
し
て
蔭
で
冷 

 

評
し
た
。
男
子
は
煙
草
を
茶
筒
等
に
入
れ
、
そ
の
緒
に
煙
管

き
せ
る

を 

 

結ゆ
わ

え
て
腰
に
帯む

す

び
、
女
子
は
フ
ゾ
と
称
す
る
袋
に
納
め
て
懐
に 

 

し
た
。
こ
れ
ら
の
道
具
は
、
当
人
の
死
後
も
長
く
保
存
し
て
、 

 

忌
祭
毎
に
そ
の
霊
前
に
供
え
る
の
を
慣
例
と
し
た
。 

 
 

」 

 

十
六 

綿 

 
 

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
「
綿
」
の
伝
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で 

は
な
い
が
、
古
老
の
話
に
よ
る
と
自
給
自
足
の
た
め
古
く
か
ら
栽 

培
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

綿
は
横
糸
と
し
て
ウ
ジ
ヨ
（
チ
ョ
ッ
キ
や
ジ
ン
ベ
イ
の
よ
う
な 

      

十
七 

薄
荷

は

つ

か 

 

は
っ
か
の
伝
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
古
く
か 

ら
自
生
し
て
い
た
の
を
利
用
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

は
っ
か
の
自
生
場
所
は
主
に
湧
水
、
流
水
の
所
に
多
か
っ
た
。 

薬
草
、
芳
香
料
と
し
て
屋
敶
内
に
植
え
て
あ
る
家
も
あ
っ
た
。 

 

薬
用
と
し
て
塗
布
剤
、
鎮
痛
剤
、
興
奮
剤
、
健
胃
剤
、
駆
虫
剤 

な
ど
に
用
い
香
料
、
清
涼
剤
と
し
て
は
っ
か
玉
、
歯
磨
き
粉
、
口 

中
香
料
、
は
っ
か
パ
イ
プ
、
糖
菓
、
化
粧
品
原
料
、
は
っ
か
た
ば 

こ
な
ど
に
用
い
る
。 

         

も
の
）
な
ど
を
作
り
、
冬
の
寒
さ
を
防
ぐ
の
に
重
要
な
役
割
を
果 

た
し
て
い
た
。 

 

栽
培
に
つ
い
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
史 

实
と
し
て
、
西
郷
吉
之
助
が
大
島
に
流
謫

る
た
く

中
に
作
成
さ
れ
た
大
島 

糖
政
改
革
の
上
申
書
（
元
治
元
年
三
月
）
の
中
に
、
次
の
よ
う
に 

記
さ
れ
て
い
る
。 

「 

木
綿
は
百
六
十
匁
に
対
し
代
糖
六
十
斥
で
あ
る
が
こ
れ
も
又 

 

出
斥
を
引
取
る
か
ら
多
く
の
貧
し
い
島
民
は
冬
で
も
芭
蕉
布
を 

 

着
て
い
る
有
様
で
あ
る
、
代
糖
を
二
十
斥
に
改
め
る
べ
き
で
あ 

 

る
か
く
す
れ
ば
人
民
は
飢
え
と
寒
さ
か
ら
免
が
れ
る
。以
下
略
」 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
砂
糖
き
び
作
と
同
時
に
木
綿
が
栽
培
さ
れ
て 

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

そ
の
後
は
自
給
的
要
素
を
抜
け
き
ら
ず
細
々
と
栽
培
さ
れ
て
い 

た
が
、
終
戦
後
本
土
か
ら
業
者
が
入
り
農
家
と
契
約
し
て
栽
培
し 

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
年
の
後
半
に
な
っ
て
交
通
事 

情
が
よ
く
な
る
と
、
外
国
産
の
安
価
な
綿
が
手
に
入
る
よ
う
に
な 

り
、
本
島
で
の
綿
の
栽
培
は
行
わ
れ
ず
消
滅
し
た
。 

         

十
八 

農 

具 

 

(一) 

耕
作
用
農
具 

 

沖
永
良
部
島
の
土
壌
は
、
重
粘
土
質
が
多
く
を
占
め
、
農
業
は 

土
と
の
闘
い
か
ら
始
ま
る
。
粘
土
質
の
土
壌
は
雤
後
は
軟
ら
か
い 

が
、乾
燥
が
続
く
と
ま
る
で
岩
盤
の
よ
う
に
硬
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

そ
こ
で
沖
永
良
部
島
に
は
昔
か
ら
特
有
の
農
具
が
あ
っ
た
。
そ 

れ
ら
の
農
具
は
、
本
土
か
ら
入
っ
て
き
た
農
具
と
は
区
別
さ
れ
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。 

 

一
例
を
み
る
と
、
乾
燥
時
の
耕
起
に
は
「
シ
マ
ヰ
イ
ザ
イ
」
を 

使
用
し
、
縦
横
十
文
字
に
何
回
も
耕
起
し
て
風
化
さ
せ
る
。（
写 

真
17
） 

 

管
理
作
業
に
は
「
三
ツ
又
鍬く

わ

」
や
「
ヒ
ラ
鍬
」
が
主
に
使
わ
れ
、 

作
物
の
堀
り
取
り
や
草
取
り
な
ど
に
は「
ク
イ
」が
使
用
さ
れ
た
。 

ま
た
球
根
の
収
穫
に
は
「
二
ツ
又
鍬
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。（
写 

真
18
） 

 

水
田
の
耕
起
で
は
、
人
力
の
場
合
は
幅
の
広
い
肉
質
の
薄
い
水 

田
専
用
の
鍬
で
耕
し
、
牛
馬
に
よ
る
場
合
は
ヰ
イ
ザ
イ
を
牛
馬
に 
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引
か
せ
て
鋤す

き
起
こ
し
た
が
、
田
の
角
々
は
人
力
で
耕
し
た
。
耕 

し
た
粘
土
を
砕
く
代
か
き
は｢

マ
ー
ガ
」を
牛
馬
に
引
か
せ
て
行
っ 

た
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
天
水
田
の
耕
起
に
は
「
改
良
ヰ
イ 

ザ
イ
」、「
巖
甲
号
」、「
礒
野
式
礒
風
号
」
等
が
次
々
に
導
入
さ
れ
、 

省
力
化
が
図
ら
れ
た
。（
写
真
19
・
20
） 

 

湿
田
の
多
い
後
蘭
、
谷
山
地
域
に
は
湿
田
専
用
の
鍬
も
作
ら
れ 

使
用
さ
れ
て
い
た
。 

 

湿
田
で
は
、
牛
馬
の
労
力
が
使
え
ず
も
っ
ぱ
ら
人
力
で
耕
し
て 

い
た
。（
写
真
23
） 

 

乾
田
で
は
水
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
、
牛
馬
に
踏
み
込
み
を
さ
せ
、 

畦
は
人
力
で
突
き
固
め
て
水
を
た
め
た
。（
写
真
22
・

24
） 

 

収
穫
さ
れ
た
籾も

み

を
玄
米
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
「
籾
す
り 

器
」（
方
言
で
は
シ
ル
シ
と
い
う
）
こ
の
器
具
に
は
一
人
用
、
二 

人
用
と
あ
る
、
本
島
で
は
主
に
二
人
用
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。（
写 

真
25
） 

 

一
升
ま
す
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。「
ウ
ク
シ
マ
シ
」は
、籾
、 

大
豆
等
の
穀
の
つ
い
た
も
の
を
量
る
ま
す
。「
キ
ョ
ウ
バ
ン
」
は
、 

白
米
、
麦
、
粟
な
ど
を
量
る
と
き
に
使
用
す
る
正
規
の
一
升
ま
す 

で
あ
る
。（
写
真
26
） 

 

「
ヒ
チ
ウ
シ
」
穀
類
を
粉
に
し
た
り
、
豆
腐
豆
を
つ
ぶ
す
と
き 

      

に
使
用
す
る
「
石
ウ
ス
」（
写
真
27
）（
鳥
島
か 

ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。） 
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(二) 

運
搬
用
具 

運
搬
用
具
に
は
、
人
が
直
接
頭
上
や
肩
ま
た
は
手
に
持
っ
て
運 

ぶ
も
の
と
、
牛
馬
な
ど
の
背
中
に
載
せ
て
運
ぶ
も
の
、
な
ら
び
に 

                 

                          

牛
馬
に
用
具
を
引
か
せ
る
も
の
の
三
種
が
あ
る
。 

 

人
力
に
頼
っ
て
運
ぶ
用
具
は
甘
藷
な
ど
を
運
搬
す
る
「
ヒ
ヤ
ー 

ギ
」
や
、
牛
馬
の
た
め
野
草
を
刈
り
取
り
集
め
る
「
オ
ー
ダ
」
ま 

た
「
ハ
シ
ギ
オ
ー
ダ
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。（
写
真
28
・

30
） 

 

ま
た
肩
か
つ
ぎ
運
搬
が
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
肩
に
荷
物
の
重
み 

が
か
か
る
た
め
、
大
変
な
労
力
が
必
要
と
さ
れ
た
。（
写
真
29
） 

 

そ
の
ほ
か
に
、
砂
、
石
、
土
、
堆た

い

肥
等
の
重
い
物
を
大
量
に
運 

搬
す
る
と
き
、
二
人
の
人
力
に
よ
る
畚

も
つ
こ

（
ム
ッ
コ
ま
た
は
ム
ク
） 

が
あ
っ
た
。
畚
は
二
本
の
支
え
棒
を
竹
ヒ
ゴ
で
編
ん
で
作
る
。
ま 

た
簡
易
に
カ
マ
ス
俵
や
ア
ン
ペ
ラ
俵
な
ど
で
作
っ
た
も
の
も
あ
っ 

た
。（
写
真
31
） 

 

「
コ
イ
ム
チ
オ
ー
ダ
」
は
、
堆
肥
や
大
量
の
甘
藷
な
ど
を
運
ぶ 

の
に
利
用
さ
れ
た
。（
写
真
32
） 

 

「
ヒ
カ
シ
ヤ
マ
」
は
、
砂
糖
た
る
（
百
三
十
斤
）
や
米
俵
な
ど 

の
ご
と
く
最
も
重
い
も
の
を
運
搬
す
る
の
に
使
っ
た
。（
写
真
33
） 

 

「
馬
力
車
」
は
、
大
正
末
期
に
導
入
さ
れ
、
諸
物
資
を
運
搬
し 

た
。 

 

そ
の
他
、
腕
力
の
強
い
人
が
直
接
鞍く

ら

に
稲
、
麦
、
俵
等
を
結
び 

つ
け
て
運
ぶ
方
法
も
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
腕
力
の
弱
い
婦
女
子 

に
は
向
か
ず
ま
た
綱
か
け
と
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
く
、
も
っ
ぱ
ら
男 

148 149 



                          

(三) 

収
穫
、
調
整
器
具 

 

収
穫
調
整
に
使
用
さ
れ
る
器
具
は
、
前
掲
の
「
ヒ
ヤ
ー
ギ
」
を 

含
め
、
次
の
よ
う
な
物
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

○
セ
ー
マ
グ
は
主
食
の
芋
を
食
べ
る
と
き
に
使
わ
れ
た
。
各
家
庭 

 

で
二
人
に
一
個
ほ
ど
の
割
で
持
っ
て
い
た
。
直
径
三
十
～
四
十 

 

セ
ン
チ
く
ら
い
の
小
さ
な
物
で
あ
る
。（
写
真
38
） 

○
フ
ミ
ユ
イ
は
、
う
す
で
つ
い
た
精
米
が
穴
か
ら
落
ち
、
ア
ラ
は 

 

残
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
篩

ふ
る
い

（
写
真
39
） 

○
ヌ
カ
ユ
イ
は
、
米
ヌ
カ
や
石
う
す
で
ひ
い
た
粉
だ
け
が
落
ち
る 

 

よ
う
に
、
目
を
尐
さ
く
作
っ
て
あ
る
篩
（
写
真
40
） 

○
ム
ジ
ユ
イ
は
、
脱
穀
し
た
籾も

み

や
麦
な
ど
だ
け
が
落
ち
て
、
諸
雑 

 

物
が
残
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
最
も
目
の
大
き
な
篩
（
写
真 

 

41
） 

○
ハ
ラ
は
、
穀
物
の
調
整
用
具
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
物
で
、 

 

セ
や
ユ
イ
な
ど
よ
り
大
き
く
、
ま
た
粉
や
ヌ
カ
な
ど
が
絶
対
に 

 

漏
れ
な
い
よ
う
に
内
側
は
四
ツ
目
編
み
、
外
側
は
五
ツ
飛
び
の 

 

ア
シ
ロ
編
み
で
、
作
り
方
が
難
し
い
た
め
高
価
な
も
の
で
あ
っ 

 

た
。（
写
真
42
） 

○
サ
ギ
ゼ
ー
は
種
子
物
な
ど
を
入
れ
て
、
マ
テ
に
下
げ
て
保
管
し 

の
人
が
利
用
し
た
。（
写
真
35
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

牛
馬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
直
接
牛
馬
の 

背
中
に
載
せ
る
こ
と
は
な
く
、
藺い

や
稲
わ
ら
、 

シ
ユ
ロ
等
で
編
ん
だ
牛
鞍
、
馬
鞍
用
の
シ 

ヤ
ー
ビ
ヤ
と
称
す
る
敶
物
を
用
い
て
、
そ
の 

上
に
鞍
を
載
せ
、
牛
馬
の
背
中
へ
の
荷
重
を 

や
わ
ら
げ
た
。 

 

馬
の
鞍
に
は
、
荷
物
用
の
鞍
と
、
乗
馬
用 

の
鞍
が
あ
り
、
区
別
し
て
使
用
さ
れ
た
。（
写 

真
36
・

37
） 

                 

た
り
、
ま
た
御
飯
な
ど
を
入
れ
て
風
通
し
の
よ
い
所
に
下
げ
た 

 

り
、
食
料
品
の
運
搬
用
具
と
し
て
も
利
用
し
た
。（
写
真
43
） 

○
セ
は
、
穀
物
の
調
整
、
食
料
品
そ
の
他
の
物
入
れ
ま
た
は
運
搬 

 

用
具
と
し
て
多
目
的
に
使
用
さ
れ
、農
家
の
必
需
品
で
あ
っ
た
。 

 

（
写
真
44
） 

○
ウ
ン
ゼ
は
、
糸
を
つ
む
ぐ
と
き
に
、
芭
蕉

ば
し
ょ
う

糸
を
入
れ
る
か
ご
で
、 

 

糸
を
継
ぎ
な
が
ら
次
々
に
こ
れ
に
入
れ
て
い
き
、
一
本
の
糸
に 

 

す
る
と
き
に
使
用
し
て
い
た
。（
写
真
45
） 
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十
九 

農
耕
儀
礼 

沖
永
良
部
島
の
農
耕
儀
礼
に
つ
い
て
、「
柏
常
秋
著
沖
永
良
部 

島
民
俗
誌
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「 

農
耕
儀
礼
が
農
作
の
豊
穣
を
祈
念
し
、
感
謝
す
る
神
事
で
あ 

 

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
数
あ
る
儀
礼
中
、
最
も
多
い
の 

 

は
稲
、
麦
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
甘
藷
以
前
の
主
食 

 

料
が
米
、
麦
で
あ
っ
た
関
係
上
こ
れ
に
対
す
る
関
心
の
深
か
っ 

 

た
こ
と
を
物
語
り
、
わ
け
て
稲
米
儀
礼
が
圧
倒
的
に
多
く
、
し 

 

か
も
鄭

重

て
い
ち
ょ
う

に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
は
、
稲
作
に
伴
う
幾
多
の 

 

困
難
を
克
報
す
る
た
め
自
然
と
神
に
た
よ
ろ
う
と
す
る
心
の
切 

 

实
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

稲
を
指
し
て
、「
稲
ガ
ナ
シ
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
日
常
よ 

 

く
耳
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
稲
そ
の
も
の
で
は 

 

な
く
、
稲
作
の
豊
凶
を
司
る
神
明
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い 

 

な
い
。
そ
し
て
こ
の
神
以
外
に
穀
神
と
し
て
認
識
さ
れ
る
神
霊 

 

は
な
い
か
ら
、
こ
の
神
は
稲
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
殼
神
で
も 

 

あ
れ
ば
、
農
神
で
も
あ
り
、
ま
た
、
ユ
ガ
フ
（
世
果
報
）
を
も 

 

た
ら
す
歳
の
神
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
…
…
以
下
省
略
…
…
… 

                           
 

農
耕
儀
礼
、
わ
け
て
稲
米
儀
礼
は
、
耕
作
過
程
の
一
つ
一
つ 

が
す
べ
て
神
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
種
類
は
非
常
に
多
い
、 

け
れ
ど
も
こ
こ
に
は
そ
の
主
要
な
も
の
、
即
ち
播
種
祭
、
初
穂 

祭
、
新
穀
祭
に
つ
い
て
の
み
述
べ
他
は
年
中
行
事
に
譲
る
こ
と 

と
す
る
。 

[

播
種
祭
］ 

こ
の
祭
儀
は
、
十
月
の
麦
蒔
及
び
正
月(

古
く 

は
十
月
）
の
苗
代
蒔
の
当
夜
、
各
家
庭
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、 

こ
れ
を
フ
ァ
ン
ダ
ネ
（
初
種
）
と
称
え
た
。
こ
の
祭
は
他
の
島 

に
も
あ
っ
て
、
徳
之
島
で
は
「
ア
ン
ダ
ネ
」、
大
島
で
は
「
ア 

ズ
ラ
ネ
」
と
称
し
た
。 

 
 

こ
の
神
事
は
家
長
又
は
播
種
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
そ 

の
日
の
夕
方
、
使
の
者
が
三
本
の
大
蒜

お
お
び
る

を
携
え
て
海
岸
へ
行
き
、 

浜
の
小
石
を
三
つ
拾
っ
て
大
蒜

お
お
び
る

と
共
に
竹
筒
に
納
め
、
沖
よ
り 

寄
せ
て
来
る
波
の
穂
を
、
三
回
汲
ん
で
竹
筒
を
満
た
さ
ね
ば
な 

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
竹
筒
は
そ
の
ま
ま
、
表
座
敶
の
縁
側
に
特 

設
さ
れ
た
祭
壇
上
に
据
え
ら
れ
、
そ
の
前
に
神
酒
と
タ
チ
ヨ
シ 

ヤ
と
称
す
る
神
饌
と
が
供
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
よ
り
見
れ
ば
遠 

来
の
神
は
、
既
に
こ
の
竹
筒
を
憑
代
と
し
て
鎮
座
さ
れ
た
わ
け 

で
あ
る
。こ
の
神
饌
は
必
ず
盆
の
上
に
梶
の
葉
数
枚
を
敶
い
て
、 

そ
の
上
に
盛
り
薄
箸
を
添
え
る
の
を
慣
例
と
し
た
。
こ
の
梶
の 
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葉
と
薄
箸
と
は
祭
の
後
は
軒
裏
に
挿
し
て
新
穀
祭
の
行
な
わ
れ 

る
ま
で
は
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
祭
儀
は
極
め
て 

簡
卖
で
た
だ
祭
主
が
神
前
に
額
づ
い
て
豊
穣
を
祈
念
す
る
だ
け 

で
終
っ
た
。
憑
代
に
用
い
た
大
蒜
と
小
石
と
は
竈
の
三
石
の
上 

に
載
せ
て
、
海
水
を
注
ぎ
神
酒
と
神
饌
と
は
家
族
一
同
で
い
た 

だ
い
た
。
こ
の
神
祭
は
、
稲
種
、
麦
種
と
も
に
外
一
形
式
で
あ 

っ
た
。
…
以
下
省
略
。 

[

初
穂
祭] 

 

こ
の
祭
典
は
、稲
が
黄
熟
し
て
刈
取
を
数
日
後 

に
控
え
た
頃
に
行
な
わ
れ
る
。
即
ち
家
を
祭
場
と
し
、
よ
く
登 

熟
し
た
稲
の
二
、
三
株
を
根
刈
り
に
し
て
床
柱
に
か
け
夜
に 

入
っ
て
小
宴
が
行
な
わ
れ
た
と
古
老
は
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
が 

稲
ガ
ナ
シ
に
対
す
る
豊
穣
感
謝
の
祭
典
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま 

で
も
な
い
。
…
…
以
下
省
略
。 

[

新
穀
祭]  

こ
れ
は
新
甞
祭
に
該
当
す
る
祭
典
で
、一
般
に 

シ
チ
ユ
マ
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
新
穀
の
飯
を
炊
い
て
祖
霊
に 

上
げ
、
又
家
族
も
食
べ
た
。
こ
れ
の
行
な
わ
れ
る
時
期
は
、
喜 

界
島
で
は
八
月
始
の
丁

ひ
の
と

の
日
と
定
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る 

け
れ
ど
も
、
本
島
の
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
祭
以
前
に
新
わ 

ら
を
用
い
た
縄
、
履
物
等
を
海
に
持
出
す
こ
と
を
忌
む
風
は
、 

明
治
中
期
頃
ま
で
残
っ
て
い
た
。
古
く
は
、
五
月
十
五
日
に
麦 

                          

の
新
穀
祭
を
行
い
、
新
祭

あ
ら
ま
ち

と
称
し
た
こ
と
を
口
碑
は
伝
え
て
い 

る
…
…
…
…
中
略
…
…
…
… 

 
 

稲
の
新
穀
祭
の
名
称
に
は
、
シ
チ
ユ
マ
、
シ
キ
ユ
マ
、
シ
キ 

ヨ
マ
の
外
、
漢
字
を
用
い
た
施
給
米
な
ど
が
あ
っ
て
、
か
な
り 

の
動
揺
を
示
し
、
そ
の
結
果
、
名
称
の
本
義
を
不
明
な
ら
し
め 

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
う
ち
で
最
も
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い 

か
と
推
定
さ
れ
る
の
は
、
シ
チ
ユ
マ
と
い
う
名
称
で
そ
の
他
は 

こ
れ
よ
り
派
生
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
以
下
省
略 

…
…
」 

 

 

農
耕
儀
礼
の
中
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に｢

雤
乞
い
」
が 

あ
る
。 

 

雤
の
降
ら
な
い
期
間
が
長
く
続
く
と
、
田
ん
ぼ
や
畑
は
乾
燥
し 

て
し
ま
い
作
物
が
枯
死
寸
前
に
な
っ
て
く
る
。
雤
乞
い
は
、
雤
の 

神
に
対
し
て
雤
を
降
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
祈
願
を
行
う
行
事
で
、 

村
人
全
員
が
出
て
、鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
、ホ
ラ
貝
を
吹
き
な
が
ら
、 

決
め
ら
れ
た
場
所
へ
集
合
し
、
火
を
た
き
、
踊
り
を
通
し
雤
の
神 

の
機
嫌
を
と
る
。（
詳
し
く
は
稲
作
の
項
参
照
） 
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