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野
菜
を
作
り
始
め
て
十
四
、
五

年
に
な
る
。
自
宅
前
の
道
路
を
隔

て
た
空
き
地
七
十
坪
ほ
ど
を
四
家

族
で
借
り
て
、
週
末
と
休
日
利
用

の
全
く
未
経
験
か
ら
の
家
庭
菜
園

で
あ
っ
た
。
妻
は
少
し
経
験
が
あ

っ
た
の
で
、
妻
に
勧
め
ら
れ
て
始

め
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。 

 
当
初
は
、
じ
ゃ
が
い
も
、
ミ
ニ

ト
マ
ト
、
き
ゅ
う
り
、
さ
つ
ま
い

も
、
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
初
心
者
で
も

作
り
や
す
い
野
菜
を
栽
培
し
た
。 
 

畑
が
自
宅
に
近
い
の
で
、
庭
の

水
道
か
ら
ホ
ー
ス
を
引
い
て
水
撒

き
が
出
来
、
又
必
要
な
時
に
い
つ

で
も
新
鮮
な
野
菜
を
取
る
こ
と
が

出
来
る
便
利
さ
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
そ
の
土
地
が
駐
車
場
と

な
り
、
代
替
地
と
し
て
紹
介
さ
れ

た
の
が
今
も
借
り
て
い
る
畑
で
あ

る
。
距
離
に
し
て
自
宅
か
ら
徒
歩

十
分
ほ
ど
の
、
周
囲
一
面
畑
の
農

地
で
あ
る
。
地
主
か
ら
は
二
百
坪

で
も
三
百
坪
で
も
好
き
な
だ
け
使

っ
て
い
い
と
言
わ
れ
た
が
、
私
一

人
で
農
作
業
す
る
に
も
限
度
が
あ

り
結
局
百
坪
を
借
り
た
。 

 

会
社
の
定
年
退
職
を
機
に
毎
日

が
休
日
の
自
由
人
と
な
り
、
趣
味

と
実
益
を
兼
ね
て
の
無
農
薬
野
菜

作
り
へ
の
再
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ

た
。 

 

野
菜
の
種
類
も
増
え
、
夏
期
に

は
西
瓜
、
ト
マ
ト
、
と
う
も
ろ
こ

し
、
茄
子
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
き
ゅ
う

り
、
じ
ゃ
が
い
も
、
等
々
。
四
季

折
々
の
野
菜
を
作
っ
て
い
る
。 

 

私
は
現
在
佐
倉
の
歴
史
に
つ
い

て
学
ん
で
い
る
。
私
が
畑
を
借
り

て
い
る
こ
の
地
区
は
、
江
戸
時
代

に
佐
倉
藩
の
「
御
菜
園
」
が
あ
っ

た
こ
と
を
最
近
知
っ
た
。
江
戸
時

代
中
期
の
佐
倉
藩
士
渡
辺
善
右
衛

門
の
著
作
『
古
今

こ

こ

ん

佐
倉

さ

く

ら

真ま

佐
子

さ

ご

』

の
文
を
一
部
引
用
す
る
と
、「
此
の

山
の
坂
下
り
、
前
よ
り
五
丁
斗ほ

ど

、

た
ん
た
ん
あ
が
り
に
行
て
え
ば
ら

（
江
原
）
也
。
左
右
五
丁
斗
の
間

組
長
屋
あ
る
。
扨さ

て

、
此
先
左
右
共

に
御
さ
ゑ
ん
（
菜
園
）
也
…
」 

 

寛
文
年
間
（
一
六
六
〇
年
代
）

佐
倉
藩
家
臣
の
長
屋
と
菜
園
を
設

け
、
野
菜
、
薬
草
と
お
茶
を
栽
培

し
城
中
へ
供
給
し
て
い
た
。
現
在

の
住
宅
団
地
の
造
成
前
ま
で
は

「
菜
園
」「
菜
園
前
」
の
地
名
も
残

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

家
庭
菜
園
の
功
用
は
新
鮮
な
野

菜
の
収
穫
も
然し

か

る
こ
と
な
が
ら
、

周
辺
で
菜
園
を
や
っ
て
い
る
仲
間

と
の
交
流
が
あ
る
。
収
穫
祭
と
称

し
て
、
畑
の
片
隅
で
年
に
一
、
二

回
、
お
互
い
の
収
穫
物
を
持
ち
寄

っ
て
の
懇
親
会
も
楽
し
み
の
一
つ

で
あ
る
。
例
え
ば
芋
煮
の
大
鍋
を

囲
ん
で
の
談
話
に
花
が
咲
き
、
話

も
一
段
と
声
高
と
な
り
勝
ち
だ

が
、
青
空
天
井
の
下
何
ら
遠
慮
す

る
こ
と
も
な
い
気
楽
な
ひ
と
と
き

で
あ
る
。
自
然
を
相
手
に
、
日
々

是
好
日
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

     

菜 
 

園 

原
田 

和
行 
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焼
夷
弾

し
ょ
う
い
だ
ん

で
焼
き
尽
さ
れ
、
灰
だ 

け
と
な
っ
た
家
の
前
で
、
い
つ
ま

で
も
立
ち
尽
し
て
居
ら
れ
な
い
。

母
は
？ 

き
っ
と
避
難
し
て
る
筈

だ
。
従
兄
弟
の
所
は
？ 

や
は
り

何
も
残
っ
て
な
い
。
浜
町
の
本
家

は
？ 

同
じ
だ
。
こ
ん
な
に
行
け

ど
も
行
け
ど
も
家
一
軒
も
無
い
焼

跡
だ
け
の
街
な
ん
て
、
こ
れ
ま
で

想
像
も
出
来
な
か
っ
た
。
三
月
に

東
京
が
遣や

ら
れ
、
そ
の
う
ち
と
は

思
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
と
は
。 

 

一
日
中
歩
き
ま
わ
り
、
夕
方
や

っ
と
学
校
前
の
知
人
の
家
に
辿
り

着
い
た
。｢

大
丈
夫
、
母
さ
ん
き

っ
と
避
難
し
て
る
よ
。
そ
の
う
ち

帰
っ
て
来
る
か
ら｣ 

火
の
中
を

逃
げ
ま
わ
り
、
田
圃
の
用
水
路
で

熱
さ
を
凌
ぎ
、
隣
の
村
ま
で
避
難

し
た
母
が
帰
っ
て
来
た
の
は
翌
日

夕
方
だ
っ
た
。 

 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
て
の
た
め
焼

け
残
っ
た
公
会
堂
で
罹
災
証
明
書

を
受
け
と
り
、
先
に
避
難
疎
開
し

て
い
た
親
戚
の
田
舎
へ
向
っ
た
の

が
七
月
三
十
一
日
。
八
甲
田
山
の

山
裾
の
小
さ
な
村
。
そ
の
後
戦
争

が
ど
う
な
っ
た
か
全
く
判
ら
ぬ
ま

ま
夏
休
み
に
入
っ
た
。
広
島
と
長

崎
が
新
型
爆
弾
で
全
滅
し
た
様
だ
。

新
型
爆
弾
て
ど
ん
な
も
の
か
見
当

も
つ
か
な
い
。 

 

焚
き
付
け
用
の
枯
れ
枝
を
拾
い

に
山
に
入
り
、
駅
ま
で
降
り
て
来

た
時
、
様
子
が
変
だ
っ
た
。
誰
も

歩
い
て
な
い
。
い
つ
も
威
張
っ
て

監
視
し
て
た
軍
人
が
、
丸
太
に
腰

を
下
ろ
し
、
が
っ
く
り
と
肩
を
落

と
し
て
い
る
。
急
い
で
家
に
帰
り
、

聞
け
ば
戦
争
に
敗
け
た
ん
だ
と
。

「
堪
え
難
き
を
堪
え
、
忍
び
難
き

を
忍
び
、
以
っ
て
万
世
の
た
め
に

太
平
を
開
か
ん
と
欲
す
」
信
じ
ら

れ
な
い
天
皇
陛
下
の
声
。 

敗
戦
国
民
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま

で
以
上
の
苦
難
を
堪
え
忍
ん
で
生

き
て
ゆ
く
の
か
。
深
く
深
く
息
を

吸
い
込
み
、
ゆ
っ
く
り
と
胸
の
奥

か
ら
少
し
ず
つ
吐
き
出
し
た
軍
国

少
年
最
後
の
日
。
八
月
十
五
日
。 

 
 
 
 

（
上
座 

岩
渕
幸
雄
） 

  

   

三
十
度
を
超
す
暑
い
毎
日
が
続

く
そ
ん
な
季
節
の
過
ご
し
方
は
、

ク
ー
ラ
ー
の
下
で
涼
む
ば
か
り
で

は
な
い
。
体
が
ゾ
ク
ゾ
ク
し
、
芯

か
ら
涼
し
く
な
る
方
法
…
そ
う
、

夏
の
風
物
詩
「
怪
談
噺
」
だ
。 

 

日
本
の
怪
談
噺
の
持
つ
空
気
感
、

怖
さ
は
決
し
て
他
国
に
は
な
い
も

の
だ
。
怪
談
と
い
う
娯
楽
が
誕
生

し
た
の
は
一
七
〇
〇
年
前
後
、
元

禄
歌
舞
伎
の
見
せ
場
で
あ
る
怨
霊

事
が
始
ま
り
で
、
こ
れ
は
能
の

「
道
成
寺
」
が
起
源
と
い
わ
れ
て

い
る
。
お
寺
で
輪
廻

り

ん

ね

を
軸
に
正
し

い
人
の
道
を
教
え
る
た
め
に
、
不

実
の
男
に
女
の
恨
み
を
か
わ
な
い

よ
う
に
説
教
し
た
こ
と
が
始
ま
り

の
よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
怪
談
の
集
大
成
と
も
い

え
る
、
鶴
屋
南
北
の
「
東
海
道
四

谷
怪
談
」
が
生
ま
れ
評
判
に
な
り
、

明
治
に
は
名
人
三
遊
亭
円
朝
が
近

代
落
語
を
作
り
上
げ
、
「
乳
房

ち

ぶ

さ

榎え
の
き

」
や
「
真
景

し
ん
け
い

累
ヶ
淵

か
さ
ね
が
ふ
ち

」
な
ど

の
怪
談
噺
が
流
行
、
文
明
開
化
の

時
代
に
は
合
理
主
義
の
思
想
が
入

り
幽
霊
は
「
あ
り
え
な
い
」
と
い

う
風
潮
に
な
る
が
、
そ
の
後
も
人

気
は
衰
え
ず
、
落
語
、
講
談
、
歌

舞
伎
な
ど
を
通
し
て
現
在
ま
で
演

じ
継
が
れ
て
い
る
。 

 

怪
談
の
見
ど
こ
ろ
は
何
と
言
っ

て
も
仕
掛
け
の
面
白
さ
が
あ
る
。 

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
凝
っ
た
舞
台

メ
ー
ク
は
一
見
の
価
値
が
あ
る
。 

 

旦
那
衆
が
茶
屋
遊
び
に
講
釈
師

貞
山
を
呼
び
怪
談
噺
を
演
じ
さ
せ

る
。
居
並
ぶ
芸
子
は
あ
ま
り
の
怖

さ
に
隣
の
旦
那
に
抱
き
つ
く
と
い

う
図
は
夏
の
茶
屋
風
景
の
一
つ
で

あ
る
。 

 

講
釈
師
、
冬
は
義
士
夏
は
幽
霊

で
飯
を
く
い
。 

 

人
間
同
志
で
の
ト
ラ
ブ
ル
は
色

か
金
、
地
位
か
名
誉
の
ど
れ
か
で
、 

そ
の
し
が
ら
み
や
人
間
関
係
の
、

ど
ろ
ど
ろ
し
た
思
い
や
葛
藤
が
恐

さ
を
醸
し
出
す
の
で
あ
る
。 

 

怖
い
物
見
た
さ
っ
て
い
う
の
も

あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。 

 
 
 

（
上
志
津 

永
見 

一
） 

  

遠
い
夏
の
日
の
記
憶
③ 

納
涼
怪
談
噺 
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佐
倉
っ
子
を
見
守
ろ
う 

 
 
 
 
 
 

 
 

お
母
さ
ん
の
お
腹
か
ら
元
気
な 

産
声
を
あ
げ
、
一
つ
の
命
が
生
れ 

 
 

て
き
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
、
お
母

さ
ん
、
お
じ
い
様
お
ば
あ
様
方
と

命
を
慈い

つ
く

し
み
な
が
ら
育
て
て
い

ま
す
。
子
ど
も
が
泣
く
と
新
米
マ

マ
は
何
処
に
相
談
し
て
よ
い
か
迷

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お
腹
が
空
い

て
い
る
の
か
、
オ
ム
ツ
が
濡
れ
て

い
る
の
か
、
又
は
熱
が
あ
り
体
調

が
悪
く
な
る
前
兆
な
の
か
、
そ
こ

で
お
ば
あ
様
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
と

て
も
大
切
で
す
。 

昭
和
の
後
期
頃
か
ら
核
家
族
化

が
進
み
子
育
て
も
少
し
ず
つ
変
化

し
て
き
ま
し
た
。
子
育
て
の
悩
み

も
以
前
の
大
家
族
の
中
で
の
子
育

て
と
違
い
、
相
談
出
来
な
い
家
庭

状
況
と
な
り
、
保
育
園
が
育
児
相

談
を
始
め
ま
し
た
。
相
談
の
内
容

は
時
代
を
反
映
し
て
か
、
以
前
は

「
お
ね
し
ょ
が
直
ら
な
い
の
で
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
」
や
「
言
葉
が

出
な
い
」
等
の
相
談
が
主
で
し
た
。

最
近
は
幼
稚
園
や
保
育
園
の
入
園

に
つ
い
て
、
発
達
相
談
、
離
乳
食

の
相
談
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

又
多
す
ぎ
る
情
報
に
ど
れ
を
取
捨

選
択
す
れ
ば
良
い
か
迷
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。 

少
子
化
の
進
む
中
、
佐
倉
市
の

出
生
率
は
一
・
〇
四
と
千
葉
県
内

で
も
最
下
位
の
部
に
入
っ
て
い
ま

す
。
保
育
園
が
子
育
て
の
拠
点
と

し
て
、
お
母
さ
ん
達
へ
の
分
り
や

す
い
情
報
提
供
、
マ
マ
友
達
つ
く

り
の
お
手
伝
い
、
離
乳
食
の
試
食

会
等
を
実
施
す
る
な
ど
子
育
て
し

や
す
い
環
境
作
り
を
進
め
て
い
ま

す
。
国
の
施
策
で
も
、
子
ど
も
手

当
の
支
給
や
幼
稚
園
と
保
育
園
を

一
体
化
し
て
、
幼
児
教
育
の
質
の

向
上
を
目
指
し
て
検
討
し
て
い
ま

す
。 

 
 

子
育
て
は
、
ほ
ん
の
短
い
間
で

す
。
し
っ
か
り
お
子
さ
ん
と
向
き

合
い
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
お

子
さ
ん
は
満
足
し
て
成
長
へ
と
繋

が
っ
て
い
き
ま
す
。
家
族
と
保
育

園
、
地
域
が
連
携
し
て
佐
倉
っ
子

を
見
守
り
、
育
て
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

(

鏑
木
町 

秋
葉
惠
子) 

   

友
人
か
ら
城
東
支
部
展
の
案
内

を
受
け
て
、
東
京
都
江
東
区
に
行

き
、
日
本
画
の
「
海
の
墓
標
」
を

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
絵
は 

戦
艦
「
大
和
」
を
墓
標
に
見
立
て

て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
絵
の
下
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
に
は
「
大
和
」
の
語
り
部
で

あ
る
小
林
健
さ
ん
の
体
験
が
述
べ

ら
れ
て
い
た
。 

 

昭
和
十
九
年
、
二
十
二
歳
の
時

に
「
大
和
」
に
配
属
。
レ
イ
テ
沖

海
戦
直
前
の
話
で
あ
る
。 

 

「
大
和
」
を
は
じ
め
て
見
た
と

き
は
船
と
い
う
よ
り
山
と
い
う
印

象
で
し
た
。
艦
橋
の
一
番
高
い
と

こ
ろ
、
主
砲
射
撃
指
揮
所
と
い
う

と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
た
。
こ
の
て

っ
ぺ
ん
か
ら
停
泊
す
る
連
合
艦
隊

を
見
渡
し
た
と
き
に
は
、
ど
れ
だ

け
満
足
し
た
こ
と
か
。「
大
和
で

死
ね
れ
ば
満
足
だ
」
と
思
っ
た
。 

昭
和
二
十
年
四
月
「
大
和
」
は

沖
縄
特
攻
の
命
を
受
け
る
。 

出
撃
前
夜
，
艦
内
で
会
食
し
、

家
族
に
遺
言
を
書
い
た
。
明
け
て

四
月
六
日
の
午
後
三
時
半
「
総
員
、

配
置
に
就
け
」
の
命
令
で
出
発
し

た
。
そ
し
て
副
長
か
ら
「
こ
れ
は

海
上
特
攻
隊
だ
か
ら
、
生
き
て
か

え
る
こ
と
は
な
い
。
全
員
死
ぬ
ん

だ
」
と
い
う
命
令
を
受
け
、「
海

ゆ
か
ば
」
も
斉
唱
し
て
、
故
郷
へ

の
挨
拶
を
し
た
。 

翌
日
、
雨
で
し
た
。
望
遠
鏡
も

双
眼
鏡
も
使
え
ず
、
主
砲
も
撃
て

ず
。
米
機
は
レ
ー
ダ
ー
を
使
っ
て

急
降
下
で
攻
撃
す
る
。
や
が
て

「
総
員
、
待
避
、
上
甲
板
」
の
艦

長
の
命
令
が
出
る
。
艦
の
左
半
分

は
波
に
呑
ま
れ
、
水
面
が
足
元
か

ら
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
っ
て
、

飛
び
込
み
、
渦
巻
き
に
引
き
込
ま

れ
た
。
間
も
な
く
、「
大
和
」
は

大
爆
発
し
た
。
そ
し
て
漂
流
す
る

こ
と
五
時
間
、
駆
逐
艦
に
救
わ
れ
、

そ
の
と
き
寒
さ
と
恐
ろ
し
さ
で
震

え
が
あ
っ
た
と
言
う
。 

海
上
で
長
い
時
間
ど
の
よ
う
に
過

ご
し
た
の
か
、
運
命
を
感
じ
、
奇

跡
的
な
話
で
あ
る
。 

 
 
 

（
上
座 

清
水
久
四
郎
） 

 

佐
倉
っ
子
を
見
守
ろ
う 

海
上
の
奇
跡



－４－ 

 

私
事
で
す
が
、
先
日
羽
田
空
港
を

利
用
し
た
際
、
荷
物
を
一
つ
置
き
忘

れ
る
と
い
う
失
敗
を
し
ま
し
た
。
幸

い
荷
物
は
戻
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

最
近
物
忘
れ
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
元
来
の
好
奇
心
か
ら
増

え
た
肩
の
荷
を
、
こ
の
辺
り
で
自
分

な
り
の
事
業
仕
分
け
を
し
て
、
身
分

相
応
に
減
ら
す
必
要
性
を
感
じ
て
い

ま
す
。
四
年
間
の
カ
レ
ッ
ジ
生
活
で

は
学
ぶ
事
が
多
か
っ
た
分
、
活
動
範

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

「
じ
い
じ
い
」
と
娘
の
孫
た
ち
に

呼
ば
れ
て
い
る
。
娘
も
妻
も
、
孫
た

ち
の
前
で
は
そ
う
呼
ぶ
。
こ
れ
は
仕

方
な
い
。
覚
悟
は
し
て
い
た
。
だ
が
、

娘
の
ダ
ン
ナ
に
そ
う
呼
ば
れ
た
と
き

に
は
、
思
わ
ず
周
り
を
見
回
し
て
し

ま
っ
た
。 

 

電
車
で
初
め
て
席
を
譲
ら
れ
て
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
た
、
と
い
う
話
は
よ

く
聞
く
。
若
い
人
に
声
を
か
け
ら
れ

て
、
思
わ
ず
周
り
を
見
回
し
た
人
、

け
っ
こ
う
い
る
の
で
は
。 

 

若
い
こ
ろ
は
、年
寄
り
を
身
も
心
も

一
緒
く
た
に
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。こ
こ
に
き
て
わ
か
っ
た
こ

と
だ
が
、年
は
取
っ
て
も
心
は
そ
ん
な

に
も
変
わ
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。 

 

体
力
の
衰
え
は
覆
う
べ
く
も
な
い

し
、あ
ち
こ
ち
痛
む
節
々
は
気
力
を
削

ぐ
。こ
の
う
え
大
病
で
も
し
た
ら
ど
う

な
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、変
わ
ら

ぬ
部
分
に
こ
だ
わ
っ
て
、せ
め
て
背
す

じ
は
シ
ャ
ン
と
し
て
い
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
巴 

安
治
） 

囲
も
広
く
な
り
ま
し
た
。し
か
し
こ
れ

か
ら
先
の
責
任
能
力
を
考
え
る
と
、

「
出
来
る
事
を
確
実
に
」を
モ
ッ
ト
ー

に
、身
辺
の
ス
リ
ム
化
を
図
っ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。編
集
委
員
と
し
て
は

名
ば
か
り
で
し
た
が
、
今
月
で
『
な
か

ま
』の
一
読
者
に
戻
る
こ
と
に
致
し
ま

し
た
。諸
先
輩
方
か
ら
色
々
と
学
ぶ
こ

と
の
多
か
っ
た
二
年
間
で
し
た
。こ
れ

か
ら
の
『
な
か
ま
』
の
益
々
の
ご
発
展

を
、こ
こ
ろ
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
伊
藤
由
紀
子
） 

8月の黒板 
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