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ま
え
が
き

　

西
洋
な
し
は
さ
く
ら
ん
ぼ
と
並
ぶ
「
果
樹
王
国
山
形
」
を
代
表
す
る
果
物
の
一
つ
で
す
。

　

さ
く
ら
ん
ぼ
を
は
じ
め
多
く
の
果
物
は
、
収
穫
し
た
て
の
み
ず
み
ず
し
さ
が
お
い
し
さ
を
左
右
す
る
大
切

な
要
因
で
す
が
、
西
洋
な
し
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
西
洋
な
し
は
、
収
穫
後
す
ぐ
に
食
べ
る
の
で
は
な

く
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
食
べ
頃
（
可か

し
ょ
く食

適て

っ

き期
ま
た
は
適て

き
し
ょ
く
き

食
期
と
い
い
ま
す
）
に
な
っ
た
の
を
見
極
め
て
か
ら

食
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
方
が
、
果
肉
が
程
よ
く
軟
ら
か
く
、
特
有
の
香
り
も
強
く
て
お
い
し

い
の
で
す
。

　

収
穫
後
に
果
実
の
成
熟
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
を
「
追つ

い

熟じ
ゅ
く」

と
い
い
ま
す
。
西
洋
な
し
は
追
熟
果
実
な
の
で

す
。
私
た
ち
の
周
り
に
追
熟
が
必
要
な
果
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
が
一
番
よ
く
知
っ

て
い
る
の
は
バ
ナ
ナ
で
し
ょ
う
か
。
バ
ナ
ナ
は
未
熟
な
（
ま
だ
緑
色
の
）
段
階
で
収
穫
さ
れ
、
エ
チ
レ
ン
と

い
う
成
熟
促
進
ホ
ル
モ
ン
を
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
熟
が
あ
る
程
度
進
ん
だ
状
態
に
な
っ
て
か
ら
出
荷



さ
れ
ま
す
。熟
す
と
果
皮
が
黄
色
く
な
り
、ス
イ
ー
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
黒
褐
色
の
斑
点
が
出
る
の
で
、

食
べ
頃
や
完
熟
の
度
合
い
が
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
果
実
で
す
。キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
や
ア
ボ
カ
ド
、マ
ン
ゴ
ー

な
ど
も
追
熟
す
る
タ
イ
プ
の
果
実
で
す
。

　

西
洋
な
し
は
以
前
消
費
者
自
身
が
購
入
後
に
追
熟
が
進
ん
だ
の
を
見
極
め
て
食
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
せ
い
で
、
ま
だ
硬
い
、
追
熟
が
不
十
分
な
、
お
い
し
く
な
い
果
実
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
り
、
購
入

後
の
果
実
を
置
い
て
お
く
部
屋
の
温
度
が
高
す
ぎ
た
り
し
て
追
熟
が
う
ま
く
進
ま
ず
、
本
来
の
お
い
し
さ
を

味
わ
え
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
、
山
形
県
の
主
力
品
種
で
あ
る
‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
は
、
追
熟
中
果
皮
の
色
が
ほ
と
ん
ど
変
化
せ
ず
、
追
熟
の
進
み
ぐ
あ
い
を
目
で
確
か
め
る
こ
と

が
難
し
い
た
め
、
消
費
者
の
み
な
さ
ん
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

生
産
者
や
流
通
関
係
者
は
、
消
費
者
の
み
な
さ
ん
に
西
洋
な
し
が
追
熟
を
必
要
と
す
る
果
実
で
あ
る
こ
と

を
熱
心
に
説
明
す
る
一
方
、
個
々
の
果
実
の
追
熟
の
進
行
を
そ
ろ
え
る
効
果
が
あ
る
低
温
処
理
や
２
週
間
近

く
か
か
る
こ
と
が
あ
る
追
熟
期
間
を
短
縮
す
る
た
め
の
エ
チ
レ
ン
処
理
を
産
地
で
実
施
す
る
体
制
を
整
え
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
あ
る
程
度
ま
で
追
熟
が
進
ん
だ
状
態
の
、
も
う
２
、３
日
も
す
れ
ば
食
べ
頃
を
迎
え

る
果
実
を
出
荷
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
ま
し
た
。
今
で
は
多
く
の
消
費
者
の
み
な
さ
ん
が
、
西
洋
な
し
は



追
熟
が
必
要
な
果
実
で
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
産
と
利
用
加
工
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
解
説
し
、
さ
ら
に
そ
の

将
来
の
方
向
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
や
ま
が
た
の
西
洋
な
し
と
い
え
ば
‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
な
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
こ
の
品
種
が
選
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
方
、
ほ
か
の
県
の
西
洋

な
し
は
特
産
品
種
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

本
書
の
文
章
は
少
し
論
文
調
で
読
み
づ
ら
い
部
分
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
『
や
ま
が
た
の

西
洋
な
し
の
は
な
し
』
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
形
大
学
農
学
部
果
樹
園
芸
学
研
究
室　
　
　

平　
　
　

智
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第
一
章　

は
じ
め
に　

　

こ
の
本
で
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
産
お
よ
び
加
工
利
用
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果

を
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
将
来
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
調
査
の
目

的
と
方
法
を
説
明
し
ま
す
。

　

・
調
査
の
目
的

　　

西
洋
な
し
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
と
と
も
に
山
形
県
を
代
表
す
る
特
産
果
樹
の
一
つ
で
、
全
国
各
地
に
出
荷
さ

れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
の
日
本
全
国
の
西
洋
な
し
の
収
穫
量
は
２
９
，
１
０
０
ト
ン
で
し

た
が
、
そ
の
約
65
％
に
あ
た
る
１
８
，
８
０
０
ト
ン
は
山
形
県
で
収
穫
さ
れ
て
い
ま
す
（
農
林
水
産
省
、

２
０
１
７
）。

　

山
形
県
の
西
洋
な
し
栽
培
は
、
同
県
の
気
候
が
西
洋
な
し
の
栽
培
に
適
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
１
８
７
５

年
に
旧
東
置
賜
郡
屋
代
村
（
現
在
の
高
畠
町
）
で
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
内
陸
地
方
南
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部
を
中
心
に
栽
培
が
広
が
り
、現
在
は
置
賜
地
域
や
村
山
地
域
が
主
産
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。栽
培
が
始
ま
っ

た
こ
ろ
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
と
い
え
ば
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
と
い
う
品
種
で
、
そ
の
大
部
分
は
缶
詰
加

工
用
で
し
た
。

　

バ
ブ
ル
期
（
１
９
８
０
年
代
後
半
か
ら
１
９
９
０
年
代
初
頭
ま
で
）
以
降
、
食
生
活
の
欧
米
化
が
進
ん
で

消
費
者
の
嗜
好
が
変
化
し
ま
し
た
。
西
洋
な
し
は
生
食
用
果
実
の
需
要
が
し
だ
い
に
高
ま
り
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ

ト
‘
に
代
わ
っ
て
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
園
芸
作
物
は
、
時
代
の
移
り

変
わ
り
と
と
も
に
し
ば
し
ば
栽
培
さ
れ
る
品
種
が
変
遷
し
ま
す
。
ま
た
、
近
年
は
山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
（
現
在
は
園
芸
農
業
研
究
所
）
が
中
心
に
な
っ
て
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
の
開
発
に
取
り

組
ん
で
お
り
、‚
バ
ラ
ー
ド
‘
や
‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ
チ
‘
な
ど
の
新
し
い
品
種
が
育
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
洋
な
し
の
生
産
と
加
工
利
用
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
わ
か
り
や
す

く
ま
と
め
た
資
料
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
と
い
え
ば
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

が
有
名
で
す
が
、山
形
県
以
外
に
も
西
洋
な
し
を
特
産
果
樹
と
し
て
い
る
県
が
複
数
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
、

青
森
県
は
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘、
新
潟
県
は
‚
ル 

レ
ク
チ
ェ
‘
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
県
に
よ
っ

て
特
産
品
種
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
特
産
品
種
が
多
様
化
し
て
い
る
の
か
は
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よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

本
書
で
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
産
と
加
工
利
用
の
歴
史
、
現
状
と
課
題
、
さ
ら
に
今
後
の
展
望
に

つ
い
て
、
文
献
調
査
と
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
山
形
県
以

外
の
道
県
の
西
洋
な
し
に
つ
い
て
も
関
連
の
情
報
を
収
集
し
て
、
特
産
品
種
が
異
な
る
理
由
を
探
っ
て
み
ま

し
た
。

　

・
調
査
の
方
法

　
　

文
献
調
査

　

２
０
１
８
年
10
月
か
ら
２
０
２
１
年
12
月
に
か
け
て
、
山
形
大
学
農
学
部
図
書
館
（
鶴
岡
市
）、
山
形
県

立
図
書
館
（
山
形
市
）、
鶴
岡
市
立
図
書
館
（
鶴
岡
市
）、
天
童
市
立
図
書
館
（
天
童
市
）、
東
根
市
立
図

書
館
（
東
根
市
）、
上
山
市
立
図
書
館
（
上
山
市
）、
高
畠
町
立
図
書
館
（
高
畠
町
）、
大
江
町
立
図
書
館

（
大
江
町
）、
米
沢
市
立
図
書
館
（
米
沢
市
）
な
ら
び
に
高
畠
町
郷
土
資
料
館
（
高
畠
町
）
で
、
さ
ら
に
、

２
０
１
９
年
の
４
月
と
10
月
に
は
国
立
国
会
図
書
館
（
東
京
都
千
代
田
区
）
で
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
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産
と
加
工
利
用
に
つ
い
て
記
載
が
認
め
ら
れ
る
文
献
を
渉

し
ょ
う
り
ょ
う

猟
し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
と
上
山

市
立
図
書
館
、
高
畠
町
立
図
書
館
で
は
、
山
形
県
以
外
の
道
県
の
西
洋
な
し
栽
培
に
関
係
す
る
資
料
も
収
集

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
山
形
県
や
山
形
県
缶
詰
工
業
協
同
組
合
（
山
形
市
）
か
ら
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の

生
産
と
加
工
利
用
に
関
連
す
る
統
計
資
料
を
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　

聞
き
取
り
調
査　

　

２
０
１
９
年
の
５
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
、
山
形
県
農
林
水
産
部
（
山
形
市
）、
山
形
県
農
業
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
（
寒
河
江
市
）
お
よ
び
食
品
加
工
開
発
部
（
山
形
市
）、
西
洋
な
し
の
加
工
を
行
っ

て
い
る
Ａ
社
（
山
形
市
）、
Ｂ
社
（
中
山
町
）、
Ｃ
社
（
寒
河
江
市
）、
Ｄ
社
（
高
畠
町
）、
Ｅ
社
（
上
山
市
）

お
よ
び
Ｆ
社
（
高
畠
町
）
で
研
究
開
発
ま
た
は
加
工
を
担
当
す
る
方
々
、
全
部
で
18
人
を
対
象
に
聞
き
取
り

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
Ｃ
社
（
寒
河
江
市
）
と
Ｆ
社
（
高
畠
町
）
で
は
工
場
見
学
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
な
お
、
Ｇ
社
（
南
陽
市
）
に
は
電
子
メ
ー
ル
で
質
問
へ
の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

主
な
質
問
項
目
は
、
聞
き
取
り
の
対
象
者
が
西
洋
な
し
の
加
工
、
ま
た
は
そ
れ
に
関
わ
る
研
究
や
行
政
業

務
に
携
わ
っ
て
い
た
当
時
の
状
況
、
西
洋
な
し
の
生
産
あ
る
い
は
加
工
利
用
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら



11

第一章　はじめに

れ
る
要
因
、
生
産
や
加
工
利
用
上
の
問
題
点
や
課
題
、
西
洋
な
し
加
工
の
将
来
の
方
向
性
な
ど
で
す
。

　

２
０
２
１
年
５
月
に
は
高
畠
町
に
あ
る
Ｍ
農
園
を
訪
問
し
、
八
代
目
園
主
の
Ｓ
氏
か
ら
お
話
を
う
か
が
い

ま
し
た
。
同
農
園
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
西
洋
な
し
が
導
入
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
後
、
高
畠
町
周
辺
で
は
ど

の
よ
う
な
西
洋
な
し
の
生
産
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

「
驚
き 

ヤ
マ
ガ
タ
の
果
実 

ラ
・
フ
ラ
ン
ス　

ふ
る
さ
と
を
訪
ね
て
」（
山
形
新
聞
，
２
０
０
２
年
10
月
25

日
朝
刊
）
を
取
材
し
た
同
新
聞
社
の
Ｆ
氏
に
は
取
材
当
時
の
状
況
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
１
９
７
３

（
昭
和
48
）
年
頃
か
ら 
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

振
興
に
取
り
組
ん
で
い
た
山
形
県
経
済
連
園
芸
部
（
現
在
の
Ｊ

Ａ
全
農
山
形
県
本
部
）
の
Ｉ
氏
、
天
童
市
農
業
協
同
組
合
（
Ｊ
Ａ
て
ん
ど
う
）
の
Ｔ
氏
な
ら
び
に
Ｓ
氏
に
も 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

振
興
の
経
緯
や
当
時
取
り
組
ま
れ
て
い
た
事
業
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

聞
き
取
り
調
査
の
ほ
か
に
電
子
メ
ー
ル
や
電
話
に
よ
る
聞
き
取
り
も
実
施
し
ま
し
た
。
山
形
県
庁
、
北
海

道
庁
、
余
市
町
役
場
、
青
森
県
庁
、
岩
手
県
庁
、
秋
田
県
庁
、
新
潟
県
庁
、
長
野
県
庁
な
ら
び
に
岡
山
県
庁

の
関
係
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
西
洋
な
し
栽
培
の
現
況
や
特
産
品
種
選
定
の
経
緯
に
つ
い
て
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
山
形
県
庁
と
北
海
道
庁
か
ら
は
、
品
種
ご
と
の
栽
培
面
積
に
関
す
る
統
計
資
料
の
提
供

を
受
け
ま
し
た
。
新
潟
県
庁
か
ら
は
、‚
ル
・
レ
ク
チ
ェ
‘ 
に
関
す
る
資
料
を
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
岡
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山
県
庁
か
ら
は
、‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘ 

に
関
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
米
沢
市
役
所
に
は
、
写
真
家

の
秋
山
庄
太
郎
氏
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
Ｊ
Ａ
さ
が
え
西
村
山
、
上
山
市
役
所
な
ら
び
に
東
根
市
農
業
協
同
組
合
（
Ｊ
Ａ
ひ
が
し
ね
）
か

ら
も
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
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第
二
章　

果
実
の
生
産
と
加
工
利
用
の
歴
史

　

こ
の
章
で
は
、
山
形
県
に
西
洋
な
し
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
生
産
と
加
工
利
用
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き

た
の
か
を
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
西
洋
な
し
が
缶
詰
加
工
向
け
か
ら
生
食
向
け
へ
と
推
移
し

て
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　

・
山
形
県
へ
の
西
洋
な
し
の
導
入

　

西
洋
な
し
が
リ
ン
ゴ
や
モ
モ
、
ブ
ド
ウ
と
と
も
に
日
本
に
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
１
８
６
８
（
明
治

元
）
年
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
政
府
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら
多
く
の
種
類

の
果
樹
苗
木
を
輸
入
し
、
東
京
都
三
田
に
あ
っ
た
三
田
育
種
場
で
養
成
し
ま
し
た
（
山
形
県
農
業
技
術
普
及

会
、
１
９
９
０ : 

渡
部
、
２
０
０
０
）。
当
時
三
田
育
種
場
は
、
西
洋
諸
国
か
ら
種
苗
や
農
具
を
輸
入
し
た
り
、

そ
れ
ら
の
普
及
を
行
っ
た
り
す
る
施
設
で
し
た
。

　

山
形
県
へ
の
西
洋
な
し
導
入
の
経
緯
に
は
複
数
の
説
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
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に
内
務
省
勧
業
寮
（
現
在
の
農
林
水
産
省
）
か
ら
リ
ン
ゴ
な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
西
洋
な
し
の
苗
木
が
配
布
さ

れ
た
の
に
伴
っ
て
、
山
形
県
令
（
現
在
の
山
形
県
知
事
）
で
あ
っ
た
三
島
通み

ち

庸つ
ね

が
勧
業
政
策
の
一
環
と
し
て

そ
れ
ら
の
試
作
を
奨
励
し
た
こ
と
で
広
ま
っ
た
と
い
う
説
で
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９ : 

山
形
県
農
業
技

術
普
及
会
、
１
９
９
０ : 

渡
部
、
２
０
０
０
）。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
に
、

古
く
か
ら
日
本
な
し
の
産
地
で
あ
っ
た
旧
東
置
賜
郡
屋
代
村
（
現
在
の
高
畠
町
）
に
住
む
医
者
が
長
崎
県
か

ら
苗
木
を
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
（
読
売
新
聞
地
方
部
、
１
９
６
２
）。
さ
ら
に
、
屋
代
村
相

森
の
古
文
書
に
は
、「
１
９
０
９
（
明
治
42
）
年
、
皇
太
子
（
後
の
大
正
天
皇
）
行
啓
の
折
に
日
本
な
し
を

献
上
し
た
と
こ
ろ
大
い
に
喜
ば
れ
、
金
一
封
と
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
苗
を
賜
わ
っ
た
。
こ
れ
が
本
県
の
西

洋
な
し
の
歴
史
の
は
じ
ま
り
」
と
い
う
記
述
も
認
め
ら
れ
ま
す
（
お
い
し
い
山
形
推
進
機
構
、２
０
１
８
）。

　

生
産
者
に
よ
っ
て
西
洋
な
し
の
苗
木
が
盛
ん
に
植
え
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
試
作
か
ら
約
10

年
が
経
過
し
た
１
８
８
７
（
明
治
20
）
年
頃
か
ら
で
し
た
（
渡
部
、２
０
０
０
）。
当
時
の
主
要
品
種
は
‚
バ
ー

ト
レ
ッ
ト
‘
や
‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘
で
、
主
な
産
地
で
あ
っ
た
屋
代
地
区
で
は
こ
の
頃
日

本
な
し
か
ら
西
洋
な
し
へ
の
転
換
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
し
か
し
、

当
時
の
西
洋
な
し
は
ま
だ
試
作
の
域
を
出
ず
、
日
本
な
し
栽
培
が
優
勢
を
占
め
た
ま
ま
明
治
40
年
代
に
入
り
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ま
し
た
。
山
形
県
は
、
果
樹
栽
培
普
及
の
気
運
を
一
層
高
め
る
一
助
と
し
て
、
１
９
１
１
（
明
治
41
）
年
11

月
に
山
形
県
立
物
産
陳
列
場
で
「
第
一
回
園
芸
家
禽
品
評
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
品
評
会
が
開
催
さ

れ
た
背
景
と
し
て
、
山
形
県
の
気
候
風
土
が
果
樹
の
成
育
に
適
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
栽
培
の
普
及
が

ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
１
９
１
３
（
明
治
43
）
年
８
月
に
赤
湯

小
学
校
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
県
主
催
の
園
芸
講
習
会
で
、
講
師
と
し
て
来
県
し
た
菊
池
秋
雄
京
都
大
学
名

誉
教
授
が
「
屋
代
地
方
は
西
洋
な
し
栽
培
の
適
地
で
あ
る
」
と
評
価
し
た
こ
と
も
同
地
方
に
西
洋
な
し
栽
培

が
普
及
す
る
一
助
に
な
っ
た
よ
う
で
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

当
時
、
西
洋
な
し
の
販
売
価
格
は
日
本
な
し
よ
り
高
価
で
し
た
が
、
そ
の
特
有
の
風
味
は
大
衆
に
は
ま
だ

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
上
流
階
級
に
好
ま
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
商
品

と
し
て
の
価
値
は
日
本
な
し
に
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。 

１
９
１
４
（
明
治
44
）

年
の
西
洋
な
し
の
生
産
量
は
わ
ず
か
８
ト
ン
ほ
ど
で
し
た
が
、
当
時
の
主
要
な
栽
培
方
法
で
あ
っ
た
水
田
盛

土
方
式
（
水
田
跡
地
に
盛
土
を
し
て
植
え
付
け
る
方
法
）
が
普
及
す
る
と
と
も
に
、
缶
詰
需
要
の
増
大
が
そ

の
後
の
西
洋
な
し
産
業
の
発
展
を
促
す
こ
と
に
な
り
ま
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９ : 

山
形
県
農
業
技
術
普

及
会
、
１
９
９
０
）。
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・
缶
詰
製
造
の
は
じ
ま
り

　

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
日
本
は
ロ
シ
ア
の
極
東
部
へ
西
洋
な
し
缶
詰
を
輸
出
し
て
い
ま
し

た
（
日
本
缶
詰
協
会
、
１
９
６
７
）。
こ
の
輸
出
に
山
形
県
産
の
西
洋
な
し
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
末
期
に
は
す
で
に
西
洋
な
し
の
缶
詰
加
工
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
西
洋
な
し
の
試
作
や
栽
培
が
始
ま
っ
た
明
治
初
期
の
主
な
品
種
は‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘で
し
た
。

こ
の
品
種
は
、生
食
と
加
工
の
両
方
の
用
途
に
優
れ
た
適
性
を
持
つ
と
さ
れ
ま
す
が（
園
芸
学
会
東
北
支
部
、

１
９
９
３
）、
山
形
県
産
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
缶
詰
加
工
用
原
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
缶
詰
需
要
の
拡
大
と
と
も
に
、
山
形
県
で
は
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
生
産
量
が
急
増
し
ま
し
た

（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

・
栽
培
の
普
及
と
缶
詰
加
工
企
業
の
進
出

　

西
洋
な
し
栽
培
に
は
、
年
間
を
通
し
て
の
温
暖
な
気
候
と
降
雨
量
が
少
な
く
、
果
実
の
生
育
期
間
中
に
乾
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燥
気
味
の
気
象
条
件
で
経
過
す
る
地
域
が
適
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
形
県
を
は
じ
め
東
北
地
方
の

内
陸
部
は
、
夏
季
は
比
較
的
高
温
で
す
が
、
開
花
期
の
前
後
は
比
較
的
少
雨
で
乾
燥
気
味
の
気
候
条
件
で
あ

る
こ
と
か
ら
西
洋
な
し
栽
培
に
適
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
（
渡
部
、
２
０
０
０
）。

　

明
治
時
代
当
初
は
、
西
洋
な
し
な
ど
長
期
保
存
が
難
し
い
生
食
用
果
実
を
遠
距
離
輸
送
す
る
こ
と
は
ま
だ

困
難
で
し
た
。
し
か
し
、
明
治
30
年
代
に
奥
羽
本
線
が
延
長
さ
れ
、
１
９
０
１（
明
治
34
）
年
に
大
石
田
ま
で
、

１
９
０
３
（
明
治
36
）
年
に
は
新
庄
ま
で
延
伸
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
に
な
る
と

全
線
が
開
通
し
、
遠
距
離
輸
送
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
こ
の
よ
う
な
奥
羽
本

線
の
延
長
は
果
実
の
長
距
離
輸
送
を
可
能
に
し
、
西
洋
な
し
を
は
じ
め
と
す
る
山
形
県
産
果
樹
の
栽
培
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
、
生
産
量
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

屋
代
地
区
の
西
洋
な
し
栽
培
も
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
頃
か
ら
い
っ
そ
う
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

１
９
１
８
（
大
正
７
）
と
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
の
両
年
、
同
地
方
は
ひ
ど
い
干
ば
つ
に
襲
わ
れ
、
と
く

に
水
田
地
帯
の
相
森
地
区
や
三
条
目
地
区
で
被
害
が
大
き
く
、
米
の
収
量
が
半
減
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
水

田
跡
地
を
利
用
し
た
西
洋
な
し
園
は
干
ば
つ
に
よ
る
被
害
が
比
較
的
軽
微
で
し
た
。
農
民
た
ち
は
水
田
単
作

経
営
の
危
険
性
を
痛
感
し
、
西
洋
な
し
と
の
複
合
経
営
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
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１
９
２
２
（
大
正
11
）
年
、当
時
屋
代
村
の
村
長
で
あ
っ
た
長
谷
川
兵
五
郎
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
を
訪
れ
、
西
洋
な
し
の
栽
培
と
缶
詰
加
工
を
視
察
し
て
き
た
こ
と
も
同
地
域
の
西
洋
な
し
生
産
を

刺
激
す
る
要
因
に
な
っ
た
よ
う
で
す
（
読
売
新
聞
地
方
部
、
１
９
６
２
）。

　

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
、
山
形
県
農
事
試
験
場
は
農
商
務
省
の
洋
梨
試
験
場
に
指
定
さ
れ
、
適
性
品
種

の
選
定
と
栽
培
技
術
に
関
す
る
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
研
究
成
果
の
も
と
、
日
本
な
し
に
比
較
す
る

と
ま
だ
大
衆
性
が
乏
し
か
っ
た
西
洋
な
し
で
す
が
、
販
売
価
格
面
で
は
有
利
で
あ
っ
た
た
め
、
生
産
者
は
そ

の
栽
培
に
興
味
を
持
ち
、
新
植
す
る
人
が
増
加
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
そ
の
よ
う
な
な
か
、

栽
培
を
推
進
し
た
高
橋
喜
助
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
自
身
が
所
有
し
て
い
た
日
本
な
し
園
の
中
に
模

範
的
な
西
洋
な
し
園
を
併
設
し
、
そ
の
啓
蒙
と
普
及
に
貢
献
し
ま
し
た
。
高
橋
源
之
助
も
埼
玉
県
安
行
村
か

ら
の
苗
木
購
入
の
斡
旋
を
行
い
、
普
及
に
努
め
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
中
心
品
種
は
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
と

‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘
で
し
た
が
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
や
‚
キ
ー
フ
ァ
ー
‘、‚
プ
レ
コ
ー
ス
‘

な
ど
の
新
し
い
品
種
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。



19

第二章　果実の生産と加工利用の歴史

　

・
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
西
洋
な
し
栽
培

　

こ
の
よ
う
に
、
西
洋
な
し
栽
培
の
普
及
は
缶
詰
加
工
業
の
発
展
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
１
９
２
６

（
大
正
15
）
年
以
降
、
缶
詰
加
工
産
業
は
ま
す
ま
す
本
格
化
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
そ
れ

に
伴
っ
て
、
原
料
で
あ
る
西
洋
な
し
の
生
産
量
も
増
加
し
ま
し
た
。
１
９
３
３
（
昭
和
８
）
年
頃
、
屋
代
村

で
生
産
さ
れ
た
西
洋
な
し
の
う
ち
約
40
％
は
県
外
に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
約
60
％
は
県
内
で
缶
詰
に

加
工
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
そ
ん
な
な
か
、
屋
代
、
高
畠
、
亀
岡
、
二
井
宿
、
和

田
地
区
（
以
上
高
畠
町
）
お
よ
び
上
郷
地
区
（
米
沢
市
）
の
農
業
会
が
共
同
出
資
し
て
屋
代
郷
農
産
加
工
場

が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
地
元
の
加
工
工
場
の
処
理
能
力
だ
け
で
は
原
料
果
実
の
生
産
量
の
増
加
に

追
い
つ
か
ず
、
四
国
の
食
品
工
業
会
社
や
静
岡
県
や
東
京
近
辺
の
加
工
工
場
に
も
原
料
果
実
を
送
っ
て
加
工

し
た
と
い
い
ま
す
。
日
本
の
西
洋
な
し
缶
詰
製
品
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
エ
ジ
プ
ト
、
ロ
シ
ア
な
ど
に
も
輸
出
さ

れ
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

当
時
は
岡
山
県
が
日
本
の
西
洋
な
し
主
産
地
の
一
つ
で
し
た
が
、
１
９
３
３
（
昭
和
10
）
年
頃
に
は
屋
代

村
が
生
産
量
全
国
第
一
位
に
な
り
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
こ
の
よ
う
に
、
山
形
県
の
西
洋
な
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し
栽
培
が
本
格
化
し
た
の
は
１
９
３
３
（
昭
和
10
）
年
以
降
で
あ
る
と
い
え
ま
す
（
渡
部
、
１
９
８
０
）。

な
お
、
１
９
３
３
（
昭
和
10
）
年
、
山
形
県
は
豪
雪
に
み
ま
わ
れ
、
日
本
な
し
の
平
棚
が
つ
ぶ
れ
る
な
ど
大

き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
棚
を
必
要
と
し
な
い
西
洋
な
し
の
立
木
仕
立
て
栽
培
に
切
り

か
え
る
農
家
が
多
数
認
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
こ
と
も
西
洋
な
し
を
増
殖
す
る
一
因
に
な
っ
た
よ
う
で
す（
渡

部
、
１
９
８
０
）。
た
だ
、
こ
の
頃
は
ま
だ
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
栽
培
が
中
心
で
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は

受
粉
樹
と
し
て
少
数
混
植
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
（
日
本
農
業
研
究
所
、
１
９
６
９
）。

　

１
９
３
４
（
昭
和
９
）
年
の
東
北
地
方
に
お
け
る
米
の
冷
害
大
凶
作
以
来
、
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
頃

ま
で
、
農
村
で
は
不
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
政
府
は
復
興
対
策
と
し
て
農
村
工
業
振
興
政
策
の
強
化
を
図

り
、
助
成
金
を
出
し
て
全
国
各
地
に
農
産
加
工
施
設
の
建
設
を
進
め
ま
し
た
。
山
形
県
内
に
も
数
か
所
に

缶
詰
製
造
を
主
と
す
る
加
工
工
場
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
こ
の
こ
と
が
西
洋
な

し
を
含
む
果
実
缶
詰
加
工
産
業
の
振
興
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
西
洋
な
し
生
産
の
増
大

に
結
び
つ
き
ま
し
た
（
渡
部
、
１
９
８
０
）。
し
か
し
、
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、

１
９
３
９
（
昭
和
14
）
年
に
は
同
事
業
へ
の
助
成
金
が
打
ち
切
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
時
下
に
お
け
る
食

糧
確
保
の
た
め
、果
樹
栽
培
は
縮
小
あ
る
い
は
整
理
さ
れ
、農
村
工
業
も
生
産
品
目
の
統
制
を
受
け
ま
し
た
。
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そ
の
結
果
、
缶
詰
加
工
工
場
の
多
く
が
経
営
困
難
に
陥
り
、
工
場
そ
の
も
の
を
廃
止
あ
る
い
は
軍
事
工
場
の

下
請
け
や
関
連
作
業
所
へ
転
換
す
る
な
ど
し
ま
し
た
。
西
洋
な
し
加
工
産
業
も
そ
う
し
た
情
勢
の
あ
お
り
を

受
け
て
急
速
に
衰
退
し
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
１
９
４
１
（
昭
和
16
）
年
に
農
業
生
産
統
制
令
が
公
布
さ
れ
、
翌
年
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
水
田
跡
地
を
利
用
し
て
盛
土
方
式
の
栽
培
形
式
を
と
っ
て
い
た
西
洋
な
し
果
樹
園
は
、
米
の
増
産
の

た
め
に
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
さ
ら
に
、
戦
時
中
は
肥
培
管
理

が
不
十
分
と
な
り
、
残
っ
た
西
洋
な
し
の
樹
体
も
樹
勢
が
衰
弱
し
、
収
量
が
低
下
し
ま
し
た
。

　

・
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
洋
な
し
栽
培

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
１
９
５
０
（
昭
和
25
）
年
頃
か
ら
西
洋
な
し
園
で
は
病
害
虫
や
生
理
障
害
の
発

生
が
著
し
く
な
り
、
廃
園
に
し
た
り
リ
ン
ゴ
へ
転
換
し
た
り
す
る
農
家
が
で
て
き
ま
し
た
（
山
形
県
史
、

１
９
６
９
）。
こ
の
不
振
を
挽
回
す
る
た
め
、
洋
梨
組
合
は
果
樹
出
荷
組
合
に
発
展
的
に
改
組
さ
れ
、
販
売

方
針
の
改
善
や
栽
培
技
術
の
改
良
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
、
さ
ら
に
缶
詰
加
工
を
目
的
に
す
る
品
種
へ
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の
変
更
な
ど
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
１
９
５
６
（
昭
和
31
）
年
の
西
洋
な
し
販

売
数
量
の
内
訳
は
、
加
工
用
が
45
％
前
後
、
生
食
用
が
55
％
前
後
で
、
加
工
用
果
実
は
主
に
県
内
の
缶
詰
加

工
工
場
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
が
、一
部
は
福
島
県
内
の
加
工
工
場
に
も
送
ら
れ
ま
し
た
。生
食
用
の
果
実
は
、

京
浜
市
場
に
約
50
％
、
北
海
道
市
場
に
約
50
％
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
東
北
各
地
に
も
少
量
な
が
ら
出

荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。

　

１
９
６
６
（
昭
和
41
）
年
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
栽
培
面
積
は
９
６
８
ha
に
達
し
、
１
回
目
の
ピ
ー
ク

を
迎
え
ま
す
（
第
１
図
）。
し
か
し
、
１
９
７
０
（
昭
和
45
）
年
に
生
産
量
が
１
０
，
７
０
０
ト
ン
に
達
す

る
と
（
第
２
図
）、
原
料
供
給
の
過
剰
に
よ
っ
て
価
格
が
下
落
し
、
加
工
が
主
体
で
あ
っ
た
西
洋
な
し
は
、

儲
か
る
果
樹
か
ら
し
だ
い
に
「
よ
う
な
し

4

4

4

4

果
樹
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年
の
「
チ
ク
ロ
シ
ョ
ッ
ク
」
に
よ
る
缶
詰
加
工
業
界
へ
の
不
信
と
１
９
７
３
（
昭
和

48
）
年
の
「
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
」
の
影
響
を
受
け
て
販
路
が
消
失
し
、
缶
詰
加
工
工
場
の
撤
退
が
引

き
起
さ
れ
ま
し
た
。
チ
ク
ロ
シ
ョ
ッ
ク
は
、
人
工
甘
味
料
で
あ
る
チ
ク
ロ
の
有
害
性
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で

指
摘
さ
れ
、
日
本
で
も
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
で
き
ご
と
で
す
。
当
時
チ
ク
ロ
を
使
用
し
て
い
た
缶
詰
産
業
全

体
へ
の
不
信
感
が
加
工
原
料
果
実
生
産
の
衰
退
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
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・
缶
詰
加
工
か
ら
生
食
へ

　
　

生
食
指
向
へ
の
転
換

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
20
年
代
後

半
か
ら
30
年
代
前
半
、
新
た
に
植
栽
さ
れ

た
西
洋
な
し
の
収
穫
量
が
増
加
し
、
加
工

用
原
料
の
供
給
過
剰
が
問
題
に
な
り
ま

し
た
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９ : 

寒
河
江

市
史
、
２
０
１
２
）。
そ
れ
に
伴
っ
て
、

１
９
６
２
（
昭
和
37
）
年
頃
か
ら
取
引
価

格
が
不
安
定
に
な
り
、
原
料
果
実
の
価
格

が
１
㎏
当
た
り
５
円
に
ま
で
暴
落
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
１
９
７
３
（
昭
和

48
）
年
に
は
１
㎏
当
た
り
40
円
程
度
に

第１図　全国および山形県における西洋なしの栽培面積の推移

「作物統計調査　面積調査　長期累年」（農林水産省、2019）および『くだ

ものの王様と小さな恋人のはなし－さくらんぼとラ・フランスの旅物語－』

（山形統計情報事務所、1999）に基づいて作成。ただし、山形県の1912～

1942年ならびに1943～1948年はデータなし。1909～1911年については１町を

１haに換算した。
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ま
で
回
復
し
た
も
の
の
、
生
食
用
果
実
の

価
格
は
１
㎏
当
た
り
１
０
４
円
前
後
で

あ
り
、
加
工
用
果
実
と
の
価
格
差
が
し

だ
い
に
拡
大
し
ま
し
た
（
第
３
図
）。
こ

の
こ
と
は
生
産
農
家
の
栽
培
意
欲
の
減
退

に
つ
な
が
り
、
加
工
用
品
種
の
伐
採
が

進
む
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
（
日
本

缶
詰
協
会
、
１
９
６
８ : 

寒
河
江
市
史
、

２
０
１
２
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
脱

却
す
る
た
め
、
よ
り
正
確
な
計
画
生
産
を

す
る
一
方
、
生
食
用
果
実
の
出
荷
を
拡
大

す
る
こ
と
で
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス

を
図
る
必
要
が
生
じ
て
き
ま
し
た
（
山

形
県
史
、
１
９
６
９ : 

寒
河
江
市
史
、

第２図　全国および山形県における西洋なしの収穫量の推移

「作況調査（果樹）」（農林水産省、2019）、『くだものの王様と小さな恋人

のはなし－さくらんぼとラ・フランスの旅物語－』（山形統計情報事務所、

1999）および『ラ・フランスやまがた　西洋なしづくりのきめ手』（山形県農

業技術普及会編、1990）に基づいて作成。ただし、山形県の1924、1925年ならび

に1943～1948年はデータなし。山形県の1909～1925年については１貫を3.75kgに

換算した。

全国

山形県
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２
０
１
２
）。

　

山
形
県
で
は
１
９
６
８
（
昭
和
43
）
年
か
ら
「
山
形
県
う
ま
い

果
実
づ
く
り
と
消
費
を
ひ
ろ
げ
る
運
動
」
を
展
開
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
県
産
果
実
の
品
質
向
上
と
規
格
統
一
の
徹
底
を
図
り
な
が

ら
、
消
費
者
に
も
っ
と
喜
ば
れ
る
大
き
さ
の
果
実
生
産
と
糖
度
の

向
上
を
は
じ
め
と
す
る
品
質
改
善
を
目
標
に
し
た
も
の
で
す
（
山

形
県
史
、
１
９
６
９
）。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

な
か
で
１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年
に
チ
ク
ロ
の
有
害
性
が
指
摘
さ

れ
、
使
用
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
甘
味
料
と
し
て
チ

ク
ロ
を
使
用
し
て
い
た
西
洋
な
し
缶
詰
は
製
品
の
廃
棄
に
追
い

込
ま
れ
か
ね
な
い
状
況
に
陥
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、１
９
７
３（
昭

和
48
）
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
追
い
打
ち
を
か
け
、
県

内
の
缶
詰
加
工
業
者
の
倒
産
が
相
次
ぎ
ま
し
た
（
山
形
県
経
済
農

業
協
同
組
合
連
合
会
、
１
９
８
６
）。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
山

第３図　山形県における西洋なしの販売価格の推移

山形県加工果実需給安定委員会「加工果実取引概要書1995（平５）年」に基づ

いて作成。値は果実１kg当たりの価格を示す。
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形
県
の
生
食
用
果
実
と
加
工
用
果
実
の
出
荷
量
が
逆
転
し

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
（
第
４
図
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
生
食
用
果
実
の
品
質
向
上
へ
の
取
り

組
み
や
生
産
振
興
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
た
時
期
に
チ

ク
ロ
シ
ョ
ッ
ク
と
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
缶
詰

加
工
産
業
の
不
調
や
倒
産
が
重
な
る
か
た
ち
で
、
西
洋
な

し
生
産
も
さ
く
ら
ん
ぼ
の
場
合
（
清
水
、
２
０
１
９
）
と

同
様
に
、
加
工
用
果
実
主
体
か
ら
生
食
用
果
実
主
体
へ
移

行
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
人
気
の
高
ま
り

　

か
つ
て
は
受
粉
樹
と
し
て
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
園
に

ご
く
少
数
植
え
ら
れ
て
い
た
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は
、
市

場
で
取
り
引
き
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で

第４図　山形県における西洋なしの出荷量の推移

山形県加工果実需給安定委員会「加工果実取引概要書1995（平５）年」に基づ

いて作成。
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し
た
。
し
か
し
、
生
産
者
の
間
で
は
そ
の
お
い
し
さ
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は
、

日
本
に
は
１
９
０
３
（
明
治
36
）
年
、
山
形
県
に
は
大
正
初
期
に
導
入
さ
れ
た
品
種
で
す
（
お
い
し
い
山
形

推
進
機
構
、
２
０
１
８
）。
現
在
は
、
西
洋
な
し
と
い
え
ば
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
人
気
が

高
ま
り
、「
果
物
の
女
王
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、導
入
当
初
は
「
み
だ
ぐ
な
す
」（「
み

ば
え
が
悪
く
か
っ
こ
悪
い
も
の
」
の
意
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
栽
培
に
手
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
も
、

長
い
間
受
粉
樹
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
お
い
し
い
山
形
推
進
機
構
、
２
０
１
８
）。
こ

の
よ
う
な
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
で
し
た
が
、
平
成
時
代
に
入
る
と
そ
の
優
れ
た
食
味
が
認
め
ら
れ
、
し
だ
い

に
生
産
量
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
生
食
用
ば
か
り
で
な
く
加
工
原
料
と
し
て
の
利
用
も

徐
々
に
増
加
し
て
、
最
近
で
は
山
形
県
産
西
洋
な
し
の
加
工
原
料
果
実
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
（
第
５
図
）。
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第５図　山形県における西洋なしの加工原料購入量の推移

山形県缶詰工業組合の資料に基づいて作成。

購入量は、山形県缶詰工業協同組合に所属する加工企業の購入量の総計を示

す。
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第
三
章 

生
産
と
加
工
利
用
の
現
状
と
課
題

　

本
章
で
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
産
と
加
工
利
用
の
現
状
と
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

点
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

・
生
産
と
加
工
利
用
の
問
題
点

　

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は
現
在
、
生
食
用
果
実
と
し
て
生
産
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
最
初
か
ら
加
工

目
的
で
生
産
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で
す
。
つ
ま
り
、
生
食
用
果
実
と
し
て
出
荷
し
づ
ら
い
、

い
わ
ゆ
る
規
格
外
の
果
実
が
加
工
用
原
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
収
穫
量
や
品
質

は
そ
の
年
の
気
候
条
件
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、
ど
の
程
度
の
割
合
の
果
実
が
規
格
外
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か

予
測
し
に
く
い
た
め
、
加
工
原
料
の
供
給
量
は
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
最
近
は
、
生
産

者
の
減
少
や
高
齢
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
生
産
量
自
体
が
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
背
景
が
加
工
原
料
の
十
分
か
つ
安
定
的
な
供
給
を
困
難
に
し
て
原
料
価
格
の
高
騰
に
つ
な
が
っ
て
い
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る
の
で
す
。

　

近
年
、
西
洋
な
し
果
実
を
加
工
す
る
際
、
は
く
皮
工
程
で
「
ペ
ア
ー
マ
シ
ー
ン
」
と
い
う
機
械
を
使
用
す

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
は
果
実
の
形
が
比
較
的
そ
ろ
っ
て
い
る
の
で
ペ
ア
ー

マ
シ
ー
ン
を
使
用
し
や
す
い
の
で
す
が
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
果
実
は
形
が
ふ
ぞ
ろ
い
な
た
め
、ペ
ア
ー
マ
シ
ー

ン
を
使
っ
て
も
一
部
の
果
皮
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
、
最
後
の
仕
上
げ
は
手
仕
事
で
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
工
場
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
Ｃ
社
で
は
、
ペ
ア
ー
マ
シ
ー
ン
を
使
用
し

た
後
、数
人
の
作
業
員
が
残
っ
た
果
皮
を
手
作
業
で
処
理
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、Ｆ
社
は
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

の
は
く
皮
作
業
は
全
工
程
を
手
作
業
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

・
缶
詰
加
工
の
工
程

　

Ｃ
社
工
場
で
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
果
実
の
二
つ
割
り
缶
詰
の
加
工
工
程
の
概
要

を
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
入
荷
し
た
果
実
を
10
〜
20
日
程
度
低
温
処
理
し
（
こ
う
す
る
こ
と
で
、
果
実
の
追
熟
が
よ
り
斉
一
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に
な
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
わ
か
っ
て
い
ま
す
）。
そ
の
後
、
恒
温
室
に
保
管
し
て
１
週
間
ほ
ど
追

熟
さ
せ
ま
す
（
写
真
１
）。
加
工
に
適
し
た
熟
度
に
達
し
た
果
実
を
水
で
洗
浄
し
た
後
（
写
真
２
）、
ペ
ア
ー

マ
シ
ー
ン
を
使
用
し
て
は
く
皮
を
行
い
ま
す
（
写
真
３
）。
さ
ら
に
、
手
作
業
に
よ
っ
て
完
全
に
果
皮
を
取

り
除
き
ま
す
。
そ
の
後
、
果
実
を
二
つ
に
カ
ッ
ト
し
、
除
芯
し
ま
す
（
写
真
４
）。
異
物
や
き
ょ
う
雑
物
の

混
入
に
注
意
し
な
が
ら
、
選
別
機
に
か
け
て
大
き
さ
別
に
分
け
ま
す
（
写
真
５
）。
続
い
て
、
シ
ロ
ッ
プ
（
糖

液
）と
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
加
え
て
缶
に
充
填
し
ま
す（
写
真
６
）。
果
実
を
詰
め
た
缶
は
熱
湯
で
殺
菌
し
た
後（
写

真
７
）、
冷
却
し
ま
す
（
写
真
８
）。
冷
却
後
、
出
荷
す
る
ま
で
倉
庫
に
保
管
し
ま
す
。

　

西
洋
な
し
の
パ
ウ
チ
製
品
に
は
、
二
つ
割
り
果
実
の
ほ
か
に
、
月
型
ス
ラ
イ
ス
や
ダ
イ
ス
カ
ッ
ト
、
ト

ラ
イ
ア
ン
グ
ル
カ
ッ
ト
の
よ
う
に
様
々
な
形
状
に
カ
ッ
ト
し
た
製
品
や
、
は
く
皮
後
カ
ッ
ト
し
な
い
軸

（
果か

こ

う梗
）
つ
き
ホ
ー
ル
、
さ
ら
に
、
セ
ミ
ド
ラ
イ
な
ど
た
く
さ
ん
の
種
類
の
製
品
が
あ
り
ま
す
（
写
真
９
）。

こ
れ
ら
の
一
次
加
工
品
は
、
い
ず
れ
も
二
次
加
工
を
行
う
企
業
の
使
用
用
途
に
合
わ
せ
て
企
画
・
製
造
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
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写真１　
追熟中の‘ラ・フランス’果実

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）

写真２　
追熟が完了した果実を水で洗浄して
いるところ

（2019年11月20日，C社にて撮影）

写真３　
「ペアーマシーン」で‘ラ・フランス’
果実をはく皮しているところ

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）

写真４　
はく皮後半分にカットされた果実の
芯を取り除く作業

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）
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写真５　
カット後除芯された果実を大きさ
ごとに選別

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）

写真６　
果実片を缶に詰めてシロップを充填

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）

写真７　熱湯による缶の殺菌工程

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）

写真８　
殺菌後の冷却工程（写真は丸缶）

（2019年11月20日、Ｃ社にて撮影）
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・
主
な
加
工
利
用
の
方
法

　

以
前
は
缶
詰
製
造
が
主
で
あ
っ
た
西
洋
な
し
の
加
工
利
用

も
消
費
者
嗜
好
の
変
化
に
よ
り
、
近
年
は
果
汁
入
り
の
清
涼

飲
料
水
や
ジ
ュ
ー
ス
（
１
０
０
％
果
汁
）
の
消
費
量
が
伸
び

て
い
ま
す
。
１
９
７
９
（
昭
和
54
）
年
に
は
、
果
汁
加
工
専

門
の
工
場
が
寒
河
江
工
業
団
地
（
寒
河
江
市
）
に
誕
生
し
ま

し
た
。
こ
の
頃
か
ら
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
ジ
ュ
ー
ス
の
製
造

が
始
ま
り
ま
し
た
（
寒
河
江
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
２
０
１
２
）。
さ
ら
に
、
１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
か

ら
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
頃
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
以
降
、
日
本
で
は
食
の
多
様
化
が
進
み
ま

す
。
果
実
缶
詰
か
ら
始
ま
っ
た
西
洋
な
し
の
加
工
利
用
も
、
現
在
で
は
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
特
有
の
香
り

や
食
感
を
活
か
し
た
ジ
ャ
ム
や
ゼ
リ
ー
、
果
汁
を
添
加
し
た
清
涼
飲
料
水
な
ど
多
様
化
し
て
い
ま
す
（
写
真

10
）。
こ
れ
ら
の
製
品
は
い
ず
れ
も
、
果
実
を
シ
ロ
ッ
プ
漬
け
や
果
汁
、
ピ
ュ
ー
レ
な
ど
に
一
次
加
工
し
た

の
ち
に
二
次
加
工
を
施
し
て
製
品
化
し
た
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
シ
ロ
ッ
プ
漬
け
果
実
は
い
っ
た
ん
缶
に

写真９
西洋なし果実の一次加工品の例
（Ｃ社製パウチ製品）

上側左から、月型スライス、セミドライ

下側左から、二ツ割、ダイスカット、軸つ

きホール（2019年７月４日撮影）
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写真10　山形県内で製造された‘ラ・フランス’を原料とした加工品の例

Ａ：左から果汁飲料、ジェラート、ゼリーおよびジャム（2019年７月10日撮影）。

Ｂ：缶詰（2019年７月23日撮影）。Ｃ：ワイン（2019年８月６日撮影）
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充
填
さ
れ
て
出
荷
さ
れ
、そ
れ
ら
を
原
料
の
一
部
に
使
用
し
た
ゼ
リ
ー
や
菓
子
類
に
加
工
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

果
汁
は
清
涼
飲
料
水
に
添
加
さ
れ
た
り
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
の
菓
子
類
に
使
用
さ
れ
た

り
し
ま
す
。
果
肉
ピ
ュ
ー
レ
は
菓
子
類
や
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

・
カ
ッ
ト
フ
ル
ー
ツ
の
製
造

　

近
年
日
本
で
は
生
食
用
果
実
の
消
費
が
伸
び
悩
ん
で
お
り
、
西
洋
な
し
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
多
く
の
果
実
類
は
皮
を
む
く
の
に
手
間
が
か
か
る
こ
と
、
さ
ら
に
西
洋
な
し
の
場
合
は
、
そ
の
外
観

か
ら
食
べ
頃
が
わ
か
り
に
く
い
品
種
が
多
い
こ
と
な
ど
が
主
な
理
由
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
山
田
・
遠
藤
、

２
０
１
９
）。
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
お
い
し
さ
を
手
軽
に
味
わ
え
る
新
し
い
加
工
品
の
開
発
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

山
形
県
で
は
２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
頃
か
ら
、
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
食
品
加
工
開
発
部
が
中
心
に

な
っ
て
カ
ッ
ト
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
製
造
法
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
リ
ン
ゴ
や
西
洋
な
し
な
ど
の

多
く
の
果
実
は
は
く
皮
後
、酸
化
酵
素
の
作
用
に
よ
っ
て
果
肉
が
褐
変
す
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。ま
た
、

西
洋
な
し
の
よ
う
な
追
熟
果
実
で
は
、
果
肉
の
軟
化
が
進
み
す
ぎ
る
と
う
ま
く
カ
ッ
ト
で
き
な
い
こ
と
も
あ
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り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
褐
変
や
過
度
の
軟
化
を
効
果
的
に
抑
制
す
る
方
法
の
開
発
に
は
あ
る
程
度

ま
で
成
功
し
て
い
ま
す
が
、
カ
ッ
ト
果
実
を
長
期
間
（
で
き
れ
ば
周
年
）
販
売
す
る
た
め
の
原
料
果
実
の
貯

蔵
法
や
製
品
の
保
管
法
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
研
究
成
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
原
料
果
実
の
長
期
貯

蔵
技
術
が
開
発
さ
れ
、
貯
蔵
期
間
を
飛
躍
的
に
延
ば
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
カ
ッ
ト
果
実
の
長
期
販
売
に
つ

な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
イ
ベ
ン
ト
や
試
験
販
売
で
、
カ
ッ
ト
‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
は
試
食
者
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
食
べ
頃
が
わ
か
り
に
く
い
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
カ
ッ
ト

フ
ル
ー
ツ
と
し
て
周
年
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
人
気
は
さ
ら
に
上
が
り
、
消
費
の
増
加
に
つ
な

が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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第
四
章　

山
形
県
の
西
洋
な
し
生
産
の
特
徴

　

こ
の
章
で
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
生
産
の
特
徴
と
、
特
産
果
樹
と
し
て
西
洋
な
し
を
生
産
し
て
い
る
他

の
県
の
導
入
の
経
緯
や
生
産
の
現
状
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
こ
こ
に
取
り
上

げ
た
道
県
以
外
に
も
西
洋
な
し
を
生
産
す
る
県
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
調
査
で
は
ま
と
ま
っ
た
情
報
を
収

集
で
き
な
か
っ
た
た
め
割
愛
し
ま
し
た
。

　

・
栽
培
品
種
の
変
遷

　

１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
、
日
本
に
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
様
々
な
品
種
の
西
洋
な
し
の
苗
木
は
、

１
８
７
０
年
代
中
頃
ま
で
に
全
国
各
地
に
配
布
さ
れ
ま
し
た
（
山
形
県
農
業
技
術
普
及
会
、
１
９
９
０ : 

渡

部
、
２
０
０
０
）。
当
初
配
布
さ
れ
た
品
種
は
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
や
‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘

な
ど
で
し
た
が
、
数
年
後
に
は
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
は
じ
め
、‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
や
‚
ル 

レ

ク
チ
ェ
‘
な
ど
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
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先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
洋
な
し
栽
培
に
は
年
間
を
通
し
て
温
暖
な
気
候
で
降
水
量
が
少
な
く
、

果
実
の
生
育
期
間
中
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
乾
燥
気
味
の
気
象
条
件
が
適
す
る
と
さ
れ
ま
す
（
渡
部
、

１
９
８
０
）。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
地
域
の
環
境
条
件
が
ど
の
品
種
の
栽
培
に
適
し
て
い
る
か
が
重

要
に
な
り
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、現
在
各
県
で
特
産
品
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
品
種
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
環
境
条
件
に
最
も
適
合
す
る
品
種
が
選
ば
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
も
し
か
す
る
と
他
県
と
の
競
合
を
避
け
る
た
め
に
意
図
的
に
異
な
る
品
種
を
選
ん
で
特
産
化
し
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

需
要
の
変
化
と
品
種
の
変
遷

　

缶
詰
用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
受
粉
樹
と
し
て
植
栽
さ
れ
て
い
た 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

は
、
そ
の
お
い
し

さ
が
県
内
で
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
た
め
、
栽
培
を
続
け
た
生
産
者
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
写
真

11
）。
ま
た
、
１
９
７
０
（
昭
和
45
）
年
頃
か
ら
日
本
は
飽
食
時
代
を
迎
え
、
珍
し
い
も
の
や
一
味
違
っ
た

も
の
を
買
い
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
少
量
多
品
目
志
向
が
消
費
行
動
の
特
徴
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な

か
、「
完
熟
果
実
は
多
汁
で
緻
密
な
肉
質
と
特
有
の
香
気
を
持
ち
、
追
熟
後
の
日
持
ち
が
よ
く
，
味
の
よ
さ
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で
は
西
洋
な
し
の
中
で
随
一
」（
山
形
県
経

済
農
業
協
同
組
合
、
１
９
８
６
）
と
さ
れ

る
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
価
値
が
見
直
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
山
形
県

で
は
地
域
の
特
産
果
樹
を
振
興
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
天
童
市
、
東
根
市
お
よ

び
上
山
市
を
中
心
に
、
村
山
地
域
や
置
賜

地
域
で
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
生
産
が
拡

大
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
栽
培
面
積

は
２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
を
ピ
ー
ク
に

わ
ず
か
ず
つ
で
す
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

す
（
第
６
図
）。

写真11　国内最古木といわれる樹齢約120年生の‘ラ・フランス’の樹体

（山形県高畠町Ｍ農園、2021年５月12日撮影）
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新
し
い
品
種
の
開
発
と
‚
ラ
・
フ
ラ

ン
ス
‘
の
地
理
的
表
示

　

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
増
殖
に
平
行
し
て
行
わ

れ
た
取
り
組
み
に
、
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
山

形
県
が
展
開
し
た
西
洋
な
し
リ
レ
ー
出
荷
産
地

育
成
事
業
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、 ‚
ラ
・
フ
ラ

ン
ス
‘ 

の
出
荷
期
の
前
後
に
優
良
な
生
食
用
品
種

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
９
月
の
中
旬

か
ら
翌
年
２
月
ま
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
山
形

県
産
西
洋
な
し
を
計
画
的
に
継
続
出
荷
し
よ
う

と
い
う
事
業
で
す
（
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
里
づ
く
り

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
１
９
９
０
）。

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
品

種
を
用
い
て
特
産
地
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
作

第６図　山形県における西洋なし‘ラ・フランス’の栽培面積の推移

「果樹振興指標資料編（生産と流通の現状）平成12年４月」（山形県農林水

産部、2000）に山形県から提供を受けたデータによる加筆および修正を行っ

て作成。1971～1974、1976、1977、1979、1981～1984年ならびに1987～

1989年はデータなし。



42

戦
で
す
。
そ
の
中
心
を
担
っ
た
品
種
は 

‚
シ
ル
バ
ー
ベ
ル
‘ 

で
し
た
（
第
７
図
）。

　

‚
シ
ル
バ
ー
ベ
ル
‘
は
、
１
９
５
７
（
昭
和
32
）
年
に
山
形
県
園
芸
試
験
場
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
自

然
交
配
実み

し
ょ
う生

（
種
子
か
ら
生
じ
た
植
物
体
の
こ
と
）
か
ら
選
抜
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
で
す
（
山
形
県
、

２
０
２
０
）。
そ
の
後
も
山
形
県
は
、‚
バ
ラ
ー
ド
‘
や
‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ
チ
‘
な
ど
新
し
い
品
種
を
リ
リ
ー
ス

し
て
い
ま
す
。‚
バ
ラ
ー
ド
‘
は
、
１
９
９
９
（
平
成
11
）
年
に
登
録
さ
れ
た
収
穫
時
期
が
９
月
下
旬
の
高

糖
度
品
種
で
す
（
農
林
水
産
省
、
１
９
９
９
）。‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ
チ
‘
は
、
２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
に
登

録
さ
れ
た
‚
バ
ラ
ー
ド
‘
と
同
様
に
９
月
下
旬
に
収
穫
を
迎
え
る
果
汁
が
多
く
て
糖
度
も
高
い
、
‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
と
よ
く
似
た
香
り
を
有
す
る
品
種
で
す
（
農
林
水
産
省
，
２
０
０
９
）。
山
形
県
と
し
て
は
こ

れ
ら
の
新
品
種
の
生
産
が
順
調
に
増
加
し
、
リ
レ
ー
出
荷
の
強
化
を
期
待
す
る
声
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
時
点
で
西
洋
な
し
全
体
に
占
め
る
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
割

合
は
依
然
と
し
て
高
く
、他
の
品
種
の
栽
培
面
積
は
合
計
し
て
も
約
17
％
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
（
第
８
図
）。

近
年
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
総
栽
培
面
積
は
少
し
ず
つ
減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ

チ
‘
な
ど
わ
ず
か
な
が
ら
増
加
傾
向
に
あ
る
品
種
も
あ
り
ま
す
。

　

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
い
っ
そ
う
強
化
す
る
た
め
、
山
形
県
は
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
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に
「
山
形
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
」
の
地
理
的
表

示
（
Ｇ
Ｉ: G

eographical Indication

）

保
護
制
度
へ
登
録
し
ま
し
た
（
山
形
県
、

２
０
２
１ : 

農
林
水
産
省
、
２
０
２
１

ｃ
）。
地
理
的
表
示
と
は
、「
農
林
水
産

物
・
食
品
等
の
名
称
で
、
そ
の
名
称
か
ら

当
該
産
品
の
産
地
を
特
定
で
き
、
産
品
の

品
質
等
の
確
立
し
た
特
性
が
当
該
産
地
と

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
特
定
で

き
る
名
称
」
の
表
示
で
す
（
農
林
水
産

省
、
２
０
２
１
ｂ
）。
生
産
者
は
、
栽
培

面
積
や
販
売
開
始
日
を
守
っ
て
い
る
か
ど

う
か
が
確
認
で
き
る
報
告
書
を
提
出
す
る

こ
と
で
、「
山
形
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
」
の
名

第７図　
山形県における‘ラ・フランス’以外の西洋なし品種の栽培面積の推移

山形県から提供を受けたデータに基づいて作成。その他は、‘バラード’、‘ゼネラル・

レクラーク’、‘フレミッシュ･ビューティー’、‘レッド・バートレット’、‘マルゲリッ

ト・マリーラ’、‘ル・レクチェ’、‘パスクラサン’、‘ウインターネリス’、‘カリフォル

ニア’、‘ドワイエネ・デュ・コミス’を含む。
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称
と
協
議
会
共
通
マ
ー
ク
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
登
録
に
よ
っ
て
山
形
県
産
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

の
認
知
度
が
向
上
し
、
取
引
先
の
拡
大
や
生
産
担
い

手
の
増
加
な
ど
の
副
次
的
効
果
が
期
待
で
き
る
と
い

う
わ
け
で
す
。
ま
た
、
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
山

形
県
産
西
洋
な
し
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
地
位
が
い
っ

そ
う
安
定
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

・
山
形
の
西
洋
な
し
は
な
ぜ
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
な
の
か

　
　

生
産
者
・
生
産
関
連
団
体
・
行
政
に
よ
る
振
興

　

西
洋
な
し
の
缶
詰
生
産
が
減
少
す
る
の
に
伴
っ

て
、
原
料
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
‚
バ
ー
ト
レ
ッ

ト
‘
は
伐
採
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

第８図　山形県の西洋なしの品種別栽培面積の推移

山形県から提供を受けたデータに基づいて作成。1979～1985、1986～1989

年ならびに1991～1994年はデータなし。
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前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
受
粉
樹
と
し
て
植
栽
さ
れ
て
い
た
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は
、

そ
の
お
い
し
さ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
栽
培
を
継
続
す
る
生
産
者
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
高
畠
町
の
Ｍ

農
園
や
元
全
農
山
形
の
Ｓ
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
の
結
果
や
複
数
の
文
献
資
料
か
ら
そ
の
事
実
が
う
か
が
え
ま

す
（
小
林
、
１
９
８
８ : 

ラ
・
フ
ラ
ン
ス
里
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
１
９
９
０ : 

山
口
、

２
０
２
１
）。
当
初
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

は
外
観
が
必
ず
し
も
よ
く
な
い
こ
と
や
追
熟
が
難
し
い
こ
と
か
ら

出
荷
量
は
あ
ま
り
増
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
自
家
用
と
し
て
一
定
量
栽
培
さ
れ
続
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、

県
内
各
地
で
し
だ
い
に
増
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
期
は
地
域
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ

異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

現
在
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
生
産
量
が
最
も
多
い
天
童
市
も
生
産
を
振
興
し
始
め
た
時
期
は
早
か
っ
た
の

で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
早
く
大
江
町
で
生
産
振
興
が
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
だ
缶
詰
の
需
要
が

あ
っ
た
頃
、
当
時
の
大
江
町
農
協
（
現
Ｊ
Ａ
さ
が
え
西
村
山
）
の
な
し
部
会
は
、
堀
勝
見
部
会
長
を
中
心
に

西
洋
な
し
栽
培
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
（
小
林
、１
９
８
８
）。
価
格
の
低
迷
が
起
き
た
あ
と
も
、

せ
め
て
お
い
し
い
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
だ
け
は
残
し
た
い
と
、当
時
の
園
芸
試
験
場
の
協
力
を
得
な
が
ら 

‚
バ
ー

ト
レ
ッ
ト
‘
に
高
接
ぎ
し
て
栽
培
を
続
け
た
と
い
い
ま
す
。
大
江
町
で
は
１
９
８
１
（
昭
和
56
）
年
に
産
地
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追
熟
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
農
協
の
冷
蔵
庫
を
使
用
し
て
低
温
処
理
（
現
地
で
は
こ
れ
を
「
予よ

冷れ
い

」
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、「
予
冷
」
は
冷
蔵
を
目
的
と
す
る
青
果
物
の
品
温
を
で
き
る
だ
け
早
く
低
下
さ
せ
る
た
め
の

前
処
理
と
い
う
意
味
の
専
門
用
語
で
あ
り
、
追
熟
を
斉
一
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
西
洋
な
し
の
低
温
処

理
に
用
い
る
の
は
正
し
い
使
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！
）
を
行
い
、
追
熟
中
に
発
病
す
る
こ
と
が
あ
る
輪
紋

病
に
感
染
し
た
果
実
は
取
り
除
き
、
品
質
の
よ
い
も
の
だ
け
を
出
荷
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

努
力
が
実
っ
て
、
東
京
、
京
都
、
大
阪
な
ど
の
市
場
関
係
者
に
し
だ
い
に
生
食
用
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
存

在
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

天
童
市
農
協
（
現
Ｊ
Ａ
て
ん
ど
う
）
で
も
１
９
８
７
（
昭
和
62
）
年
に
産
地
追
熟
を
始
め
て
い
ま
す
。
同

農
協
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
振
興
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
出
荷
で
つ
な
が
り

の
あ
っ
た
東
京
の
果
物
店
の
社
長
か
ら
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
や
っ
て
み
な
い
か
と
勧
め
ら
れ
た
こ
と
で
し

た
（
家
の
光
協
会
、
２
０
０
２
）。
同
社
長
は
、
第
15
代
内
閣
総
理
大
臣
の
桂
太
郎
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

を
好
ん
だ
こ
と
や
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
熱
心
な
顧
客
が
い
た
こ
と
か
ら
、
必
ず
売

れ
る
と
確
信
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
追
熟
後
の
可
食
適
期
の
見
極
め
が
難
し
く
、
大
量
に
腐
ら

せ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
か
っ
た
た
め
、
産
地
で
追
熟
を
完
了
さ
せ
た
果
実
を
出
荷
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
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要
望
に
対
応
で
き
る
相
手
を
探
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
天
童
市
農
協
で
は
追
熟
に
要
す
る
期
間
が
把
握
し
に

く
く
、
出
荷
時
期
の
判
断
に
苦
心
し
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
７
３
（
昭
和
48
）
年
頃
リ
ン
ゴ
用
の
冷
蔵
庫
に

入
れ
て
お
い
た
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
う
ま
く
追
熟
す
る
こ
と
に
偶
然
気
が
つ
い
た
と
い
い
ま
す
。
成
功
の

要
因
が
何
だ
っ
た
の
か
を
つ
き
と
め
る
た
め
に
当
時
の
園
芸
試
験
場
と
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
約
10
年
の
歳

月
を
経
て
、
つ
い
に
果
実
の
収
穫
適
期
の
判
断
基
準
の
策
定
と
収
穫
後
の
低
温
処
理
な
ら
び
に
追
熟
条
件
の

確
立
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
天
童
市
で
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
ブ
ド
ウ
や
モ
モ
、
リ
ン
ゴ
中
心
の
果
樹
栽
培

か
ら
の
転
換
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
市
や
県
か
ら
苗
木
の
新
規
購
入
に
対
す
る
補
助
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
へ
の
転
換
と
増
殖
が
急
速
に
進
ん
だ
の
で
す
（
家
の
光
協
会
、
２
０
０
９ : 

山
口
、

２
０
２
１
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
山
形
県
の
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
振
興
は
こ
れ
ら
２
つ
の
地
域
を
起
点
に
し
て
始
ま
っ
た

と
い
え
ま
す
。
両
農
協
は
そ
の
後
も
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
品
質
向
上
に
注
力
し
ま
し
た
。
天
童
市
農
協
で

は
、
１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
か
ら
生
産
者
の
会
員
登
録
制
や
園
地
登
録
制
を
敷
い
て
果
実
の
品
質
管
理
を

徹
底
し
ま
し
た
。
ま
た
、
果
実
の
品
質
向
上
だ
け
で
な
く
、
産
地
形
成
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
、
各
種

の
イ
ベ
ン
ト
を
積
極
的
に
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
０
３
（
平
成
15
）
年
に
は
、
果
実
の
低
温
処
理
と



48

追
熟
管
理
、
さ
ら
に
選
果
を
行
う
「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
」
を
建
設
し
ま
し
た
。

　

上
山
市
や
東
根
市
で
も
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
生
産
が
増
加
し
ま
し
た
。
上
山
市
で
は
以
前
か
ら
缶
詰
原
料

用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
生
産
が
中
心
で
、
原
料
価
格
の
低
迷
後
も
生
食
用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
生
産
を

続
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、追
熟
後
の
日
持
ち
が
悪
く
、売
れ
行
き
は
あ
ま
り
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
リ
ン
ゴ
や
ブ
ド
ウ
‚
デ
ラ
ウ
ェ
ア
‘
の
価
格
が
低
迷
し
は
じ
め
、
生
産
者
と
農
協
は
協

力
し
て
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
へ
の
切
り
替
え
を
進
め
ま
し
た
。 

‚
デ
ラ
ウ
ェ
ア
‘ 

生
産
者
の
多
く
が
す
で
に

冷
蔵
庫
を
所
有
し
て
お
り
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
低
温
処
理
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
や
、
ブ
ド
ウ

用
の
平
棚
を
利
用
し
て
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
平
棚
栽
培
へ
の
転
換
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
も
振
興
が
進
ん
だ

理
由
で
す
。
水
田
跡
地
に
盛
土
を
し
て
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
へ
転
換
し
た
こ
と
も
功
を
奏
し
ま
し
た
。
東

根
市
で
は
、
日
本
な
し
に
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
高
接
ぎ
し
た
り
（
家
の
光
、
２
０
１
６
）、
苗
木
の
購
入

補
助
が
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
が
生
産
拡
大
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
の
取
引
価
格
が
高
値
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

県
内
各
地
で
の 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

栽
培
の
拡
大
に
は
山
形
県
青
果
物
生
産
出
荷
安
定
基
金
協
会
や
村
山

地
域
農
産
物
販
売
戦
略
推
進
協
議
会
の
後
押
し
の
効
果
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
前
者
に
よ
っ
て
、 
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‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
消
費
拡
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
山
形
県
内
だ
け
で
な
く
東
京
や
大
阪
で
も
展
開
さ
れ
ま

し
た
（
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
里
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
１
９
９
０
）。
ま
た
、
後
者
に
よ
る
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

消
費
者
（
有
名
人
）
ア
ピ
ー
ル
作
戦
事
業
で
は
、
タ
レ
ン
ト
の
渡
辺
え
り
さ
ん
な
ど
山
形
県
出
身
者
や
同
県

ゆ
か
り
の
有
名
人
50
人
に
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
贈
呈
し
、
口
コ
ミ
に
よ
る
宣
伝
を
依
頼
し
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
に
も
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

が
山
形
県
特
産
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
も
ら
う
た
め
に
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

を
購
入
し
た
人
に
県
花
で
あ
る
紅
花
の
種
子
を
配
る
企
画
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
効
果
を

発
揮
し
て
、
山
形
県
産 
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
知
名
度
は
し
だ
い
に
上
昇
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

振
興
に
寄
与
し
た
人
た
ち

　

今
回
の
調
査
か
ら
、
少
な
く
と
も
以
下
に
あ
げ
る
３
人
は
、
山
形
県
の
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
振
興
に
大
き

く
寄
与
し
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、
写
真
家
の
秋
山
庄
太
郎
氏
。
同
氏
は
東
京
神
田
で
青
果
店
を
営
ん
で
い
た
父
か
ら
、「
ラ
・
フ

ラ
ン
ス
は
果
物
の
女
王
で
あ
る
」
と
そ
の
お
い
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
人
気
が
全
国
的
に
な
る
前
か
ら
好
ん
で
食
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
山
形
県
、
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１
９
９
０
）。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
Ｊ
Ａ
て
ん
ど
う
の
組
合
長
は
本
人
を
訪
ね
、
色
紙
に
言
葉
を
書
い
て
も

ら
い
ま
し
た
。
そ
の
書
は
Ｊ
Ａ
て
ん
ど
う
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
の
入
り
口
に
あ
る
石
碑
に
刻
ま
れ
て
お

り
（
写
真
12
）、
同
農
協
の
包
装
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
秋
山
氏
は
知
人
に
対
し
て
だ
け
で

な
く
、
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
際
に
も
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
魅
力
を
広
く
世
間
に
伝
え
、‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
の
知
名
度
を
全
国
的
に
高
め
ま
し
た
。

　

次
に
、元
全
農
山
形
の
Ｉ
氏
と
Ｓ
氏
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
Ｓ
氏
は
前
に
述
べ
た
リ
ン
ゴ
用
冷
蔵
庫
に
‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
を
入
れ
て
産
地
追
熟
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
で
す
。
Ｉ
氏
と
Ｓ
氏
は
元
同
僚
で
親
交
が
あ
り
ま

し
た
。
収
穫
適
期
の
判
断
基
準
と
収
穫
後
の
低
温
処
理
法
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
、
こ
の
二
人
を
中
心
に
産
地

づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
栽
培
管
理
技
術
の
向
上
や
規
格
外
果
実
の
加
工
利
用
法
の
検
討
、
新
し
い
包
装

資
材
の
開
発
な
ど
に
も
力
を
入
れ
、
生
産
、
流
通
な
ら
び
に
加
工
に
わ
た
る
多
方
面
か
ら
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

の
振
興
を
支
え
ま
し
た
。
と
り
わ
け
２
０
０
０
年
か
ら
本
格
化
し
た
、
産
地
で
追
熟
が
完
了
し
食
べ
頃
を
迎

え
た
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
出
荷
す
る
際
に
、「
い
ま
、
食
べ
頃
」
と
書
か
れ
た
シ
ー
ル
を
貼
る
ア
イ
デ
ア

は
大
変
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
（
山
形
新
聞
、
２
０
０
０
年
11
月
27
日
朝
刊
）。
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‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
選
択
さ
れ
た
要
因

　

山
形
県
で
‚
生
食
用 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が

盛
ん
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と

し
て
、
ま
ず
缶
詰
原
料
と
し
て
多
量
に
生
産
さ

れ
て
い
た
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
受
粉
樹
と
し

て
県
内
の
広
い
地
域
に
す
で
に
一
定
本
数
が

植
栽
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
加

工
用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
栽
培
が
衰
退
し
た

後
も
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
樹
体
は
県
内
の
各
地
域
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
大
江
町
や
天
童
市
で
は
、
生
産
者
が
一
体
と
な
っ
て
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
出
荷
を
行
う
よ
う
に

な
り
、
上
山
市
や
東
根
市
で
も
栽
培
が
拡
大
し
ま
し
た
。
生
産
量
が
次
第
に
増
加
す
る
な
か
、
低
温
処
理
を

含
む
追
熟
技
術
が
進
歩
し
て
、
産
地
で
追
熟
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
食
べ
頃
の
果
実
を
消
費
者
へ
届
け
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、栽
培
や
追
熟
処
理
に
関
わ
る
各
界
か
ら
の
補
助
金
が
手
厚
か
っ
た
こ
と
や
、

果
物
の
な
か
で
は
販
売
価
格
が
高
く
維
持
さ
れ
た
こ
と
も
生
産
が
拡
大
し
た
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

写真12
JAてんどう「ラ・フランスセンター」
にある‘ラ・フランス’の石碑

石碑の文字は秋山庄太郎氏による。

（2021年6月17日撮影）
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そ
れ
ら
に
加
え
て
、
山
形
県
出
身
の
有
名
人
や
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
好
む
著
名
人
た
ち
の
口
コ
ミ
に
よ
っ

て
そ
の
お
い
し
さ
が
全
国
的
に
広
ま
っ
た
こ
と
や
、
消
費
者
が
よ
り
高
級
な
食
材
を
求
め
る
時
代
背
景
の
影

響
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
生
産
量
の
増
加
に
つ
れ
て
販
売
価
格
が
し
だ
い
に
低
下

し
、
消
費
者
の
手
が
届
き
や
す
く
な
っ
た
こ
と
も
消
費
拡
大
の
後
押
し
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
受
粉
樹
と
し
て
県
内
各
地
に
残
り
続
け
る
一
方
で
、
そ
の
お
い
し

さ
を
認
め
る
生
産
者
や
消
費
者
が
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
低
温
処
理
や
追
熟
技
術
の
確
立
に
よ
っ
て
消
費
者

が
求
め
る
食
べ
頃
の
果
実
を
市
場
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
山
形
産
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の

地
位
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

・
山
形
県
以
外
の
西
洋
な
し
生
産

　

農
林
水
産
省
の
２
０
１
８
（
平
成
29
）
年
の
果
実
類
収
穫
量
の
統
計
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
西
洋
な
し
の
生

産
の
約
65
％
を
山
形
県
が
占
め
て
い
ま
す
。
第
２
位
は
新
潟
県
で
約
７
％
、
第
３
位
は
青
森
県
で
約
６
％
、

第
４
位
は
長
野
県
で
す
。
秋
田
県
や
岩
手
県
、
福
島
県
な
ど
で
も
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
収
量
は
い
ず
れ
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も
１
，
０
０
０
ト
ン
未
満
で
す
（
農
林
水
産
省
、
２
０
１
８
）。
な
お
、
１
９
３
３
（
昭
和
10
）
年
頃
ま
で

生
産
量
が
全
国
１
位
で
あ
っ
た
岡
山
県
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）
で
は
、
現
在
若
干
量
の
生
産
が
行
わ
れ

て
い
る
程
度
で
す
。

　
　

青
森
県

　

青
森
県
に
西
洋
な
し
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
に
内
務
省
勧
業
寮
か
ら
リ
ン
ゴ
や

ブ
ド
ウ
な
ど
と
と
も
に
苗
木
が
配
布
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
ま
す
（
青
森
県
、
２
０
１
２
）。
明
治
30

年
代
に
坂
本
小
三
郎
が
学
農
舎
か
ら
苗
木
を
購
入
し
て
普
及
し
ま
し
た
。
本
格
的
な
栽
培
は
大
正
初
期
か
ら

で
、
リ
ン
ゴ
園
の
紋
羽
病
に
よ
っ
て
で
き
た
欠
木
の
跡
地
に
西
洋
な
し
の
苗
木
を
補
植
す
る
か
た
ち
で
導
入

さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
青
森
県
の
西
洋
な
し
の
主
要
品
種
に
な
っ
て
い
る
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
は
、１
９
７
７
（
昭

和
52
）年
に
青
森
県
畑
作
園
芸
試
験
場（
現
在
の
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
り
ん
ご
研
究
所
県
南
果
樹
部
）

が
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
ジ
ェ
に
あ
る
国
立
農
業
研
究
所
か
ら
導
入
し
た
の
が
栽
培
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま

す
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、２
０
０
７ : 

福
元
、２
０
１
５
）。
そ
の
当
時
の
主
力
品
種
は
‚
バ
ー



54

ト
レ
ッ
ト
‘
や
‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘、‚
プ
レ
コ
フ
ー
ス
‘
で
、
栽
培
面
積
の
約
７
割
は

県
南
地
方
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
。
津
軽
地
方
で
は
、
１
９
８
３
（
昭
和
58
）
年
に
リ
ン
ゴ
の
価
格
が
暴
落

し
た
際
、古
く
か
ら
散
在
す
る
よ
う
に
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
た‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘を
市
場
に
出
し
た
と
こ
ろ
、

高
値
が
つ
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
出
荷
が
始
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
後
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

は
全
国
で
ブ
ー
ム
に
な
り
、
青
森
県
で
も
栽
培
面
積
が
拡
大
し
ま
し
た
（
青
森
県
、
２
０
１
２
）。

　

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
ブ
ー
ム
の
一
方
で
、
青
森
県
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
の
模
索
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

１
９
８
２
（
昭
和
57
）
年
か
ら
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
の
特
性
調
査
を
本
格
的
に
開
始
し
、

１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
に
は
県
南
果
樹
研
究
セ
ン
タ
ー
で
試
食
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
本
園
芸
農

業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
７ : 
福
元
、
２
０
１
５
）。
そ
の
際
、
県
南
地
方
の
生
産
者
は
、‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・

レ
ク
ラ
ー
ク
‘
の
栽
培
管
理
が
リ
ン
ゴ
の
着
色
管
理
作
業
と
時
期
的
に
競
合
し
な
い
こ
と
、
同
品
種
が
大
玉

で
上
品
な
強
い
芳
香
が
あ
り
、
か
つ
果
汁
が
豊
富
で
甘
み
が
強
く
き
め
細
か
い
果
肉
を
有
す
る
な
ど
、‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
特
性
が
あ
る
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
（
福
元
、
２
０
１
５
）。

　

そ
の
後
、
Ｊ
Ａ
ま
べ
ち
の
若
手
生
産
者
ら
が
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
の
産
地
化
に
取
り
組
み
、

周
辺
地
域
へ
波
及
し
ま
し
た
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
７
）。
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
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も
と
で
、
１
９
８
７
（
昭
和
62
）
年
、
県
の
奨
励
品
種
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
（
福
元
、
２
０
１
５
）。

１
９
９
４
（
平
成
６
）
年
、
東
京
の
高
級
果
実
店
へ
の
販
路
が
開
拓
さ
れ
、
そ
の
翌
年
追
熟
施
設
も
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
年
に
は
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
の
栽
培
面
積
が
最
も
多
く

な
り
ま
し
た
（
青
森
県
、
２
０
１
２
）。

　

現
在
、‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
は
「
こ
だ
わ
り
特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
」
の
産
品
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
、
県
を
あ
げ
て
宣
伝
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
全
国
的
に
は
ま
だ
知
名
度
が
低
い
た
め
、「
フ
ラ
ン

ス
生
ま
れ
の
、
南
部
育
ち
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
販
路
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
ま

す
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
７
）。
県
産
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
は
大
部
分
が

首
都
圏
や
京
阪
地
区
に
出
荷
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
小
果
は
、
ジ
ュ
ー
ス
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
ワ
イ
ン
や
缶

詰
な
ど
の
加
工
原
料
に
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、２
０
０
７
）。
２
０
０
８
（
平

成
20
）
年
に
は
Ｊ
Ａ
Ｌ
国
際
線
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
機
内
食
の
デ
ザ
ー
ト
と
し
て
提
供
さ
れ
、
高
級
果
物

と
し
て
の
評
価
も
定
着
し
て
き
て
い
ま
す
（
青
森
県
、
２
０
１
２ : 

福
元
、
２
０
１
５
）。
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秋
田
県

　

秋
田
県
へ
の
西
洋
な
し
の
導
入
は
、
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
に
内
務
省
勧
業
寮
か
ら
苗
木
が
配
布
さ
れ

た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
県
内
各
地
へ
栽
培
が
拡
大
し
ま
し
た
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合

会
、
２
０
０
７
）。
主
要
品
種
は
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘、‚
マ
ッ
ク
ス
・
レ
ッ
ド
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
お
よ
び

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
で
、
早
生
と
中
生
品
種
が
主
体
で
す
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、

２
０
０
７
）。‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は
リ
ン
ゴ
‚
ふ
じ
‘
の
葉
摘
み
と
作
業
の
時
期
が
重
な
り
、
収
穫
時
期
も

追
熟
処
理
の
時
期
と
重
な
る
た
め
、
秋
田
県
に
は
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
方
が
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

県
中
央
部
や
能
代
・
山
本
地
域
で
は
、
産
地
直
売
や
地
元
市
場
へ
の
出
荷
が
主
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。
県

北
や
県
南
地
域
で
は
、
選
果
施
設
と
冷
蔵
庫
を
有
す
る
集
出
荷
施
設
が
整
備
さ
れ
て
、
関
東
や
関
西
市
場
へ

の
出
荷
が
主
体
に
な
っ
て
い
ま
す
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
７
）。
昭
和
30
年
代
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
山
形
県
酒
田
市
周
辺
の
地
域
で
は
生
食
用
と
し
て
秋
田
県
産
の
西
洋
な
し
果
実
を
よ
く
利
用

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
山
形
県
史
、
１
９
６
９
）。
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新
潟
県

　

現
在
、
主
要
品
種
に
な
っ
て
い
る
‚
ル 

レ
ク
チ
ェ
‘
は
、
中
蒲
原
郡
茨
曽
根
村
（
現
在
の
南
区
東
萱
場
）

の
生
産
者
で
あ
っ
た
小
池
左
右
吉
が
１
９
０
２
（
明
治
35
）
年
頃
に
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
を
訪
れ

た
際
、
西
洋
な
し
が
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
翌
年
フ
ラ
ン
ス
か
ら
導
入
し
て
栽
培
し
た

こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
２ : 

果
日
本
園
芸
農
業

協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
７ : 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
８ : 

日
本
果
樹
種
苗
協
会
、

１
９
９
０
）。

　

こ
の
品
種
は
食
味
が
優
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
40
年
代
ま
で
県
内
各
地
で
小
面
積
な
が
ら
栽
培
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
実
が
不
安
定
で
、
輪
紋
病
や
生
理
障
害
が
発
生
し
や
す
い
欠
点
も
あ
り
、

ま
と
ま
っ
た
面
積
で
栽
培
す
る
生
産
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合

会
、
２
０
０
２ : 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
７ : 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、

２
０
０
８
）。

　

ま
た
、
同
品
種
は
か
つ
て
「
ろ
く
ち
」
や
「
レ
ク
チ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
６
５
（
昭

和
40
）
年
に
新
潟
県
果
樹
振
興
協
会
の
常
務
で
あ
っ
た
浅
妻
力
が
調
査
し
た
結
果
、‚
ル 

レ
ク
チ
ェ
‘
で
あ
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る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
同
氏
は
こ
の
品
種
の
品
質
を
高
く
評
価
し
、
特
産
化
を
推
奨
し
ま
し
た

（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、２
０
１
６
）。
１
９
８
３
（
昭
和
58
）
年
に
は
名
称
「
ル 

レ
ク
チ
エ
」

に
統
一
さ
れ
ま
し
た
（
日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、２
０
０
２ : 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、

２
０
０
７ : 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
８
）。

　

栽
培
は
古
く
か
ら
の
果
樹
産
地
で
あ
る
白
根
市
、
加
茂
市
、
三
条
市
、
月
潟
村
な
ど
の
信
濃
川
流
域
の
沖

積
土
壌
地
帯
が
中
心
で
す
が
、
近
年
は
新
潟
市
近
郊
や
佐
渡
ヶ
島
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
本
園
芸
農

業
協
同
組
合
連
合
会
、
２
０
０
２
）。

　
　

長
野
県

　

長
野
県
の
西
洋
な
し
栽
培
は
、
１
８
７
４
（
明
治
７
）
年
に
内
務
省
勧
業
寮
に
よ
っ
て
苗
木
が
配
布
さ
れ

た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
（
久
保
田
、
２
０
１
２
）。‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
や
‚
ド
ワ
イ
ア
ン
ヌ
・
ジ
ュ
・
コ
ミ
ス
‘

な
ど
の
品
種
が
こ
の
頃
導
入
さ
れ
、
昭
和
初
め
に
は
‚
プ
レ
コ
ー
ス
‘、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
お
よ
び
‚
ラ
・

フ
ラ
ン
ス
‘
が
有
望
品
種
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
に
栽
培
面
積
が
急
速
に
増
加
し
ま
し
た
。
主

に
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
を
加
工
原
料
と
し
て
栽
培
し
て
い
ま
し
た
が
、
全
国
的
に
西
洋
な
し
が
増
殖
さ
れ
る
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に
つ
れ
て
原
料
価
格
が
低
落
し
、
栽
培
面
積
は
し
だ
い
に
減
少
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
60
年
代
頃
か
ら

生
食
用
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
栽
培
面
積
が
再
び
増
加
し
ま
し
た
。

　
　

北
海
道

　

北
海
道
へ
の
西
洋
な
し
の
導
入
は
、
１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
プ
ロ
シ
シ
ャ
（
現
在
の
ド
イ
ツ
）
人
の
ガ

ル
ト
ネ
ル
兄
弟
が
天
領
農
場
（
現
七
飯
町
）
を
開
墾
し
て
栽
培
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
梶
浦
、
２
０
０
８
）。
現
在
は
、‚
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ワ
イ
ン
‘ 

が
多
く
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
９
２
４
（
大

正
13
）
年
頃
は
、‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

と 

‚
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ワ
イ
ン
‘ 

が
優
良
品
種
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
北

海
道
で 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
生
産
が
ほ
と
ん
ど
な
い
理
由
は
、
冷
涼
な
北
海
道
で
は
寒
く
な
る
前
に
十
分

な
果
実
成
熟
が
見
込
め
ず
、
良
品
質
の
果
実
が
収
穫
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

北
海
道
の
果
樹
は
リ
ン
ゴ
や
ブ
ド
ウ
お
よ
び
さ
く
ら
ん
ぼ
が
主
力
で
、
西
洋
な
し
は
果
物
狩
り
や
直
売
店

の
品
揃
え
を
補
完
す
る
た
め
に
栽
培
を
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
生
産
量
の
多
い
余
市
で

は
、
昭
和
時
代
後
期
に
中
国
な
し
の
人
気
が
下
落
し
、
西
洋
な
し
へ
の
更
新
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
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岩
手
県

　

岩
手
県
の
西
洋
な
し
は
明
治
時
代
初
め
に
導
入
さ
れ
、
リ
ン
ゴ
園
の
片
隅
に
植
栽
さ
れ
る
形
で
栽
培
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
１
９
６
０
（
昭
和
35
）
年
盛
岡
市
に
缶
詰
工
場
が
で
き
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
隣
接
す
る
町

で
加
工
用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

の
組
織
的
な
栽
培
が
始
ま
り
、
１
９
７
１
（
昭
和
46
）
年
に
は
栽
培
面
積
が

１
２
０
ha
ま
で
増
加
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
加
工
需
要
の
減
少
に
伴
っ
て 

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

栽
培
は
減
少

し
ま
し
た
が
、
昭
和
60
年
代
に
当
時
生
食
用
果
実
の
需
要
が
伸
び
て
い
た 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

を
水
田
転
作

作
物
と
し
て
導
入
し
た
こ
と
で
栽
培
面
積
が
増
加
し
ま
し
た
。
西
洋
な
し
は
、
県
中
南
部
の
盛
岡
市
、
紫
波

町
お
よ
び
花
巻
市
を
中
心
に
栽
培
さ
れ
て
お
り
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

と 

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

が
主
体
で
す
。

　

岩
手
県
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
近
年
、
需
要
の
高
い
生
食
用
品
種
の
適
応
性
に
つ
い
て
調
査
を
実
施

し
、
優
れ
た
特
性
を
有
す
る
品
種
と
し
て
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

 

、‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘

 

、 ‚
シ
ル
バ
ー

ベ
ル
‘ 

お
よ
び 

‚
オ
ー
ロ
ラ
‘ 

を
選
定
し
て
生
産
振
興
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
　

岡
山
県

　

岡
山
県
の
西
洋
な
し
栽
培
は
１
８
７
７
（
明
治
10
）
年
頃
、
和
気
郡
本
荘
村(

現
在
の
和
気
町)

の
好
本
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亀
太
郎
が
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

数
十
本
を
勧
業
寮
か
ら
入
手
し
て
栽
培
し
た
の
が
最
初
と
い
わ
れ
ま
す
（
日

本
果
樹
種
苗
協
会
、
１
９
９
０
）。‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘
は
、
１
８
９
７
（
明
治
30
）
年
に
磐
梨
郡
可
真
村(

現

在
の
熊
山
町)

の
小
山
益
太
が
播
州
葡
萄
園
の
福
羽
逸
人
か
ら
入
手
し
た
品
種
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
明
治
40
年
代
に
販
路
拡
大
が
目
的
で
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
の
白
桃
の
輸
出
に
合
わ
せ
て
試
験

的
に
輸
出
し
た
と
こ
ろ
、
国
内
の
約
10
倍
の
高
価
格
が
つ
い
た
こ
と
か
ら
栽
培
熱
が
高
ま
っ
た
と
い
い
ま
す

（
岡
本
、
２
０
１
０
）。
１
９
１
７
（
大
正
６
）
年
に
は
栽
培
本
数
が
約
５
万
本
に
ま
で
達
し
ま
し
た
が
、

帝
政
ロ
シ
ア
の
崩
壊
と
と
も
に
輸
出
が
途
絶
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
西
洋
な
し
の
一
定
期
間
追
熟
し
た
後
に
食
べ
頃
を
迎
え
る
と
い
う
特
性
は
消
費
者
に
は
な
か
な

か
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
日
本
な
し
、
モ
モ
、
ブ
ド
ウ
な
ど
の
品
目
に
転
換
さ
れ
て
減
少
し
ま
し
た
。
昭
和
時

代
中
期
ま
で
は
‚
プ
レ
コ
ー
ス
‘ 

や 

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

、‚
好
本
号
‘ 

お
よ
び
‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘ 

な
ど

の
産
地
が
県
内
に
点
在
し
ま
し
た
が
、
昭
和
40
年
代
以
降
は
加
工
用
原
料
と
し
て
の
需
要
も
少
な
く
な
り
ほ

ぼ
消
滅
し
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
赤
坂
町
由
津
里
地
区
（
現
在
の
赤
磐
市
）
で
は
わ
ず
か
に
栽
培
が
続
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘ 

は
特
有
の
香
り
を
有
し
、
正
月
前
に
出
荷
で
き
る
極
晩
生
品
種
で
あ
る
こ
と
か
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ら
、
贈
答
用
の
高
級
果
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
全
国
的
に
も
生
産
量
は
わ
ず
か
で
、
珍

し
い
果
物
と
し
て
価
値
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
肉
質
は 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

に
比
べ
る
と
や
や
粗
く
、

食
べ
た
後
に
石せ

き

細さ
い
ぼ
う胞

（
日
本
な
し
の
果
肉
に
も
あ
る
ザ
ラ
ザ
ラ
と
し
た
舌
ざ
わ
り
を
演
出
す
る
異い

け

い形
細
胞

の
一
種
）
が
口
に
残
る
感
じ
が
し
ま
す
が
、
果
汁
は
多
く
芳
香
も
あ
り
、
適
度
の
酸
味
も
あ
り
ま
す
（
深

井
、
１
９
９
５
）。
１
９
８
５
（
昭
和
60
）
年
４
月
に
は
赤
坂
町
洋
梨
生
産
組
合
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
生

産
技
術
を
習
得
す
る
た
め
の
講
習
会
の
開
催
や
生
産
物
の
共
同
販
売
、
資
材
の
共
同
購
入
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
振
興
施
策
に
よ
っ
て
栽
培
面
積
は
一
時
増
加
し
、
１
９
８
３
（
昭
和
58
）
年
か
ら

１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
ま
で
は
約
10 

ha
を
維
持
し
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
以
降
減
少

し
て
い
ま
す
（
岡
本
、２
０
１
０
）。
１
９
９
２
（
平
成
４
）
年
に
は
消
費
者
の
嗜
好
を
考
え
て
‚
シ
ル
バ
ー

ベ
ル
‘ 

が
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
安
定
生
産
が
難
し
い
こ
と
や
輪
紋
病
や
果
肉
障
害
に
か
か
り
や
す
い
こ
と

な
ど
か
ら
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
生
産
は
伸
び
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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ま
と
め　

　

山
形
県
に
お
け
る
西
洋
な
し
の
生
産
お
よ
び
加
工
利
用
の
歴
史
と
現
状
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
に
影
響
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
文
献
調
査
と
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

西
洋
な
し
は
県
に
よ
っ
て
特
産
品
種
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
各
県
に
お
け
る
品
種
の
導
入

や
選
定
の
経
緯
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
ま
し
た
。

　

山
形
県
内
10
か
所
の
公
立
図
書
館
や
資
料
館
な
ら
び
に
国
立
国
会
図
書
館
で
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生

産
お
よ
び
加
工
利
用
の
歴
史
と
現
状
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
文
献
と
山
形
県
の 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘

に
つ
い
て
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
文
献
を
で
き
る
だ
け
多
く
収
集
し
ま
し
た
。
ま
た
、
山
形
県
缶
詰
工
業
協

同
組
合
と
山
形
県
内
の
西
洋
な
し
関
係
者
（
行
政
あ
る
い
は
研
究
に
携
わ
る
方
々
）
か
ら
統
計
資
料
な
ど
の

提
供
を
受
け
ま
し
た
。
山
形
県
以
外
の
道
県
の
西
洋
な
し
に
関
す
る
文
献
の
収
集
は
、
国
立
国
会
図
書
館
と

上
山
市
立
図
書
館
、
高
畠
町
立
図
書
館
で
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
山
形
県
農
林
水
産
部
、
山
形
県
農
業
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
園
芸
試
験
場
（
現
在
の
園
芸
農
業
研
究
所
）
お
よ
び
食
品
加
工
開
発
部
、
県
内
で
西
洋
な

し
の
加
工
を
行
っ
て
い
る
企
業
数
社
に
お
い
て
、
関
係
者
の
み
な
さ
ん
に
直
接
面
会
し
て
聞
き
取
り
を
行
い



64

ま
し
た
。
加
え
て
、
山
形
県
高
畠
町
Ｍ
農
園
Ｓ
氏
、
山
形
新
聞
社
Ｆ
氏
、
元
山
形
県
経
済
連
Ｉ
氏
、
元
天
童

市
農
業
協
同
組
合
Ｔ
氏
な
ら
び
に
元
Ｊ
Ａ
て
ん
ど
う
Ｓ
氏
に
も
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
産
と
加
工
利
用
の
歴
史
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
す
。

　

山
形
県
へ
の
西
洋
な
し
導
入
の
経
緯
に
関
す
る
説
は
複
数
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年

に
内
務
省
勧
業
寮
か
ら
苗
木
の
交
付
を
受
け
た
と
い
う
説
と
、
１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
に
屋
代
村
の
医
者

が
長
崎
か
ら
苗
木
を
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
説
が
そ
の
主
な
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
屋
代
村
相
森
に

あ
る
古
文
書
に
は
、大
正
天
皇
か
ら
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
苗
木
を
賜
わ
っ
た
と
の
記
載
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

生
産
者
に
よ
っ
て
県
内
に
西
洋
な
し
が
盛
ん
に
植
え
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
１
８
８
８
（
明
治

20
）
年
頃
か
ら
で
、
主
要
品
種
は
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
と
‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘
で
し
た
。

東
置
賜
郡
の
屋
代
地
区
で
は
当
時
日
本
な
し
の
方
が
優
勢
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
し
だ
い
に
西
洋
な
し
の

栽
培
が
拡
大
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
西
洋
な
し
の
販
売
価
格
は
高
価
で
、
そ
の
特
有

の
風
味
は
ま
だ
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
日
本
な
し
の
人
気
に
は
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
の
西
洋

な
し
生
産
の
発
展
を
助
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
缶
詰
需
要
の
増
大
で
し
た
。
缶
詰
需
要
の
拡
大
に
伴
っ
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て
、
原
料
で
あ
っ
た
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
生
産
量
が
急
増
し
ま
し
た
。
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
に
奥

羽
本
線
が
全
線
開
通
し
、
缶
詰
だ
け
で
な
く
生
食
用
果
実
の
長
距
離
輸
送
も
可
能
に
な
り
、
西
洋
な
し
を
含

む
山
形
県
の
果
樹
栽
培
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
生
産
量
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

先
に
述
べ
た
屋
代
地
区
は
干
ば
つ
に
襲
わ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、
農
民
た
ち
は
水
田
単
作
経
営
の
不
利
を

痛
感
し
て
西
洋
な
し
と
の
複
合
経
営
を
指
向
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
１
９
１
８
（
明
治
７
）
年
に
は
山

形
県
農
事
試
験
場
が
国
（
農
商
務
省
）
の
洋
梨
試
験
場
に
指
定
さ
れ
、
適
正
品
種
の
選
定
と
栽
培
技
術
の
研

究
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
や
‚
キ
ー
フ
ァ
ー
‘
お
よ
び
‚
プ
レ
コ
ー
ス
‘
な
ど

新
品
種
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
栽
培
の
普
及
に
は
缶
詰
加
工
産
業
の
発
展
が
密
接
に
関
係
し
て
い
ま

す
。
１
９
２
６
（
大
正
15
）
年
頃
に
な
る
と
、
缶
詰
加
工
の
本
格
化
に
伴
っ
て
生
産
量
が
増
加
す
る
よ
う
に

な
り
、
地
元
の
工
場
だ
け
で
は
加
工
処
理
が
間
に
合
わ
ず
、
原
料
果
実
を
他
の
地
域
の
工
場
に
送
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
頃
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
は
、
ま
だ
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
受
粉
樹
と
し
て

少
数
が
混
植
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

東
北
地
方
で
は
１
９
３
４
（
昭
和
９
）
年
か
ら
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
頃
ま
で
農
村
不
況
が
続
き
ま
し
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た
。
政
府
が
復
興
対
策
と
し
て
農
産
加
工
施
設
の
建
設
を
進
め
た
結
果
、
山
形
県
内
に
も
加
工
工
場
が
数
か

所
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も
西
洋
な
し
栽
培
の
拡
大
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、１
９
３
７（
昭

和
12
）
年
の
日
中
戦
争
や
そ
の
後
の
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
農
業
生
産
統
制
令
が
公
布
さ
れ
、
西
洋
な
し
の

生
産
や
加
工
は
衰
退
し
ま
し
た
。

　

１
９
８
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
生
産
者
の
間
で
そ
の
食
味
の
よ
さ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
が
広
く
世
間
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘ 

の
生
産
が
減
少
し
は
じ
め
た

こ
ろ
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
栽
培
を
続
け
て
い
た
生
産
者
は
あ
り
ま
し
た
が
、
追
熟
後
の
食
べ
頃
の
見
極

め
が
難
し
く
、
消
費
は
伸
び
悩
み
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
大
江
町
や
天
童
市
で
は
収
穫
後
の
果
実
の
低
温

処
理
を
含
む
産
地
追
熟
法
の
確
立
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
や
が
て
、
当
時
の
県
立
園
芸
試
験
場
の
協
力
な
ど

に
よ
っ
て
、
収
穫
適
期
の
判
断
基
準
や
収
穫
後
の
低
温
処
理
お
よ
び
追
熟
方
法
が
確
立
さ
れ
、‚
ラ
・
フ
ラ

ン
ス
‘
の
栽
培
は
村
山
地
域
や
置
賜
地
域
に
も
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
国
や
山
形
県
、
さ
ら
に
各
自
治
体

の
様
々
な
補
助
事
業
も
生
産
の
拡
大
に
拍
車
を
か
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

加
え
て
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

を
好
む
有
名
人
や
山
形
県
出
身
著
名
人
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
活
動
が
相
ま
っ
て
、

山
形
の 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
知
名
度
は
全
国
的
に
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
人
気
が
高
ま
っ
た
当
初
は
高



67

第五章　まとめ

級
果
物
と
い
う
位
置
づ
け
で
し
た
が
、
平
成
時
代
に
入
る
と
生
産
量
の
増
加
に
伴
っ
て
大
衆
果
樹
と
し
て

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
は
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
原
料
に

し
た
加
工
品
も
数
多
く
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

山
形
県
の
西
洋
な
し
生
産
に
は
こ
の
よ
う
な
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、
近
年
は
生
産
者
の
減
少
や
高
齢

化
の
問
題
な
ど
か
ら
生
産
量
が
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
総
収
穫
量
の
う
ち
の
ど
の
く
ら
い
の

割
合
が
加
工
原
料
と
し
て
利
用
可
能
な
の
か
を
予
測
し
づ
ら
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
加
工
用
原
料
果
実
の
価
格

が
高
騰
す
る
傾
向
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
、
西
洋
な
し
の
生
産
と
加
工
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
す
。

　

山
形
県
の
西
洋
な
し
生
産
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
一
品
種
に
偏
っ
て
い
る
の
が
現
状

で
す
。
そ
の
た
め
、
気
象
環
境
条
件
等
の
影
響
を
受
け
て
作
況
が
変
動
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
の
状
況
を

打
開
す
る
た
め
に
、県
で
は
新
品
種
の
育
成
に
取
り
組
み
、こ
れ
ま
で
に
‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ
チ
‘
や
‚
バ
ラ
ー
ド
‘

な
ど
の
新
し
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
を
育
成
し
て
き
ま
し
た
。
中
生
品
種
の
‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ
チ
‘
は
糖
度
が
高

く
肉
質
も
優
れ
る
こ
と
、‚
バ
ラ
ー
ド
‘は
大
玉
で
糖
度
が
高
く
食
味
が
優
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。し
か
し
、
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い
ず
れ
の
品
種
も
ま
だ
生
産
量
が
少
な
い
の
で
、
今
後
こ
れ
ら
の
新
品
種
の
認
知
度
を
上
げ
、
生
産
を
拡
大

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
近
い
将
来
、‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
と
共
に
山
形
県
を
代
表
す

る
特
産
西
洋
な
し
品
種
群
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

西
洋
な
し
の
多
く
の
品
種
は
外
見
か
ら
食
べ
頃
を
判
断
し
に
く
い
と
い
う
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
ま
だ
硬
い
果
実
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
り
、
食
べ
頃
を
逃
し
て
腐
ら
せ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
消
費
者
が
多

い
こ
と
や
、
果
物
の
皮
を
む
く
手
間
が
敬
遠
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
消
費
が
伸
び
悩
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
山
形
県
で
は
西
洋
な
し
の
カ
ッ
ト
フ
ル
ー
ツ
製
造
法
の
開

発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
果
皮
を
む
く
必
要
の
な
い
食
べ
頃
の
果
実
を
提
供
で
き
れ
ば
、
お
い
し
い
西
洋

な
し
の
認
知
度
は
さ
ら
に
向
上
し
て
消
費
の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
各
県
ご
と
に
特
産
果
樹
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
西
洋
な
し
品
種
に
違
い
が
見
ら
れ
る
理
由
に

関
す
る
情
報
を
収
集
し
ま
し
た
。

　

北
海
道
で
は 

‚
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ワ
イ
ン
‘ 

、
青
森
県
は 
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘ 

、
新
潟
県
は 

‚
ル
・

レ
ク
チ
ェ
‘ 

、
岡
山
県
は 

‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘ 

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
産
品
種
と
し
て
栽
培
し
て
き
た
こ
と
が
確
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認
さ
れ
ま
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
、‚
ル 

レ
ク
チ
ェ
‘
は
山
形
県
で
作
る
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
ら

な
い
が
、
逆
に
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
新
潟
県
で
作
る
と
十
分
な
大
き
さ
に
育
た
な
い
と
い
う
声
も
聞
か
れ

ま
し
た
。
北
海
道
や
青
森
県
で
は
気
候
条
件
が
山
形
県
よ
り
冷
涼
な
た
め
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

の
栽
培
に

は
不
利
と
判
断
さ
れ
た
結
果
、 ‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

以
外
の
品
種
が
特
産
品
種
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
リ
ン
ゴ
を
特
産
果
樹
と
す
る
岩
手
県
で
は
、
栽
培
管
理
作
業
が
時
期
的
に
重
な

ら
な
い
品
種
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
新
潟
県
や
岡
山
県
で
は
、
現
在
他
の
産

地
で
ほ
と
ん
ど
栽
培
さ
れ
て
い
な
い
品
種
を
古
く
か
ら
栽
培
し
て
い
た
こ
と
が 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘ 

に
偏
ら

な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
県
で
は
こ
れ
ま
で
に
複
数
の
品
種
が
試
作
さ
れ
、
基
本
的
に
は
そ
の
地
域
の
気
候
風
土

に
最
も
よ
く
適
合
し
た
品
種
が
選
択
さ
れ
た
結
果
と
し
て
独
自
の
特
産
品
種
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
他
の
地
域
の
と
の
競
合
を
避
け
、
あ
た
か
も
す
み
分
け
る
よ
う
に
各
県
と
は
異
な
る
品
種
を
特
産
品
種

と
し
て
選
択
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
少
し
前
ま
で
は
、
日
本
の
西
洋
な
し
と
い
え
ば
山
形

県
産
の
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
、
青
森
県
の
‚
ゼ

ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
や
新
潟
県
の
‚
ル 

レ
ク
チ
ェ
‘
な
ど
、
多
様
な
品
種
の
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
が
消
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費
者
に
少
し
ず
つ
浸
透
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
後
将
来
、
ま
っ
た
く
新
し
い
発
想
の
加
工
品

や
カ
ッ
ト
フ
ル
ー
ツ
の
製
造
法
や
保
存
法
の
開
発
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
西
洋
な

し
の
生
産
や
加
工
利
用
が
全
国
で
盛
ん
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
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付
録　

山
形
県
の
西
洋
な
し
の
生
産
，
流
通
お
よ
び
加
工
利
用
の
歴
史
年
表　

　

本
年
表
は
、
山
形
県
の
西
洋
な
し
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
を
生
産
、
流
通
な
ら
び
に
加
工
利
用
の
3
つ
の

領
域
に
分
け
て
編
集
し
た
佐
藤
（
２
０
２
０
）
の
年
表
を
も
と
に
、
小
山
（
２
０
２
２
）
の
調
査
で
収
集
し

た
情
報
を
加
え
て
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、〈　

〉
内
の
記
述
は
西
洋
な
し
に
関
す
る
他
の
道

県
の
動
き
を
示
し
ま
す
。

年　

代

生　
　

産

流　
　

通

加
工
利
用

１
８
１
１

（
文
８
）

杵
屋
本
店
（
上
山
市
）
創
業 

（
＊
１
）

１
８
６
８

（
明
元
）

政
府
が
ア
メ
リ
カ
，
フ
ラ
ン
ス
か
ら
苗

木
を
輸
入
し
，
三
田
育
種
場
（
東
京
都

三
田
）
で
養
成
（
＊
２
）

リ
ン
ゴ
・
モ
モ
・
ブ
ド
ウ
と
と
も
に
導

入
さ
れ
る
（
＊
３
）
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１
８
７
５

（
明
８
）

勧
業
寮
か
ら
各
府
県
に
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ

の
苗
木
が
配
布
さ
れ
試
作
が
始
ま
る

（
＊
３
）

１
８
８
８

（
明
20
）年
頃

山
形
県
で
一
般
の
栽
培
者
の
間
で
セ
イ

ヨ
ウ
ナ
シ
の
植
付
け
が
始
ま
る

（
＊
４
）

明
治
初
期

東
置
賜
郡
屋
代
地
区
で
ニ
ホ
ン
ナ
シ
か

ら
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
へ
の
転
換
が
試
み
ら

れ
る
（
＊
５
）

主
要
品
種
は
‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
と

‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘

（
＊
２
）

１
８
９
７

（
明
30
）

〈
岡
山
県
に
‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘
が
導

入
さ
れ
る
（
＊
６
）
〉

１
８
９
７

（
明
30
）年
代

奥
羽
本
線
が
延
長
敷
設
さ
れ
る　

（
＊
５
）

１
９
０
２

（
明
35
）年
頃

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
日
本
に
導
入
さ

れ
る
（
＊
３
）

１
９
０
３

（
明
36
）
年
頃

〈
フ
ラ
ン
ス
か
ら
新
潟
県
へ
‚
ル
・

レ
ク
チ
ェ
‘
が
導
入
さ
れ
る
（
＊
７
，

＊
８
）
〉

奥
羽
本
線
が
新
庄
ま
で
開
通
（
＊
５
）
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１
９
０
７

（
明
40
）年
代

〈
岡
山
県
で
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
栽
培
熱
が

高
ま
る
（
＊
６
）
〉

１
９
０
９

（
明
42
）年
頃

屋
代
村
で
皇
太
子
行
啓
の
折
に
‚
バ
ー

ト
レ
ッ
ト
‘
の
苗
を
賜
わ
る
（
＊
９
）

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
山
形
に
導
入
さ

れ
る
（
＊
３
）

１
９
１
０

（
明
43
）

県
主
催
で
園
芸
講
習
会
が
開
催
さ
れ

る
．
講
師
と
し
て
菊
池
秋
雄
博
士
が
来

県
し
，
屋
代
方
面
が
西
洋
ナ
シ
栽
培
の

適
地
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

（
＊
５
）

明
治

終
わ
り
頃

ま
で

官
民
に
関
わ
ら
ず
多
数
の
品
種
が
次
々

と
導
入
さ
れ
る
（
＊
２
）

明
治
末
期

か
ら
大
正

初
期

ロ
シ
ア
の
極
東
部
へ
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
缶

詰
を
輸
出
（
＊
10
）

１
９
１
７

（
大
６
）

〈
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
に
よ
り
岡
山
県

で
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
の
輸
出
が
途
絶
え
る

（
＊
６
）
〉

ロ
シ
ア
革
命
に
よ
り
日
ロ
間
の
貿
易
が

途
絶
し
販
路
が
な
く
な
る
（
＊
10
）
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１
９
１
８

（
大
７
）
年

県
農
事
試
験
場
が
農
商
務
省
の
セ
イ
ヨ

ウ
ナ
シ
の
試
験
を
委
託
さ
れ
る

（
＊
５
）

１
９
２
２

（
大
11
）

山
形
交
通
高
畠
鉄
道
が
営
業
開
始
す
る

（
＊
11
）

１
９
２
３

（
大
12
）

小
林
食
品
株
式
会
社
（
山
形
市
）
が
缶

詰
産
業
を
始
め
る
（
＊
１
）

１
９
２
４

（
大
13
）
年
頃

〈
北
海
道
で
は
す
で
に
‚
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ワ
イ
ン
‘
が
生
産
さ
れ
て
い
た

（
＊
12
）
〉

１
９
２
６

（
大
15
）
年
頃

こ
の
頃
か
ら
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
の
缶
詰
加

工
が
本
格
化
す
る
（
＊
５
）

１
９
２
８

（
昭
３
）
年
頃

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
，
‚
ラ
・
フ
ラ

ン
ス
‘
，
‚
パ
ス
ク
ラ
サ
ン
‘
，
‚
プ

レ
コ
ー
ス
‘
，
‚
ジ
ュ
セ
ス
・
ダ
ン

グ
レ
ー
ム
‘
，
‚
フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
・

ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
‘，
‚
ウ
ィ
ン
タ
ー
ネ

リ
ス
‘
，
‚
グ
ル
ー
・
モ
ル
ソ
ー
‘
，

‚
キ
ー
フ
ァ
ー
‘
な
ど
の
品
種
が
栽
培

さ
れ
る
（
＊
13
）

１
９
２
９

（
昭
４
）

屋
代
洋
梨
出
荷
組
合
が
設
立
す
る

（
＊
14
）
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１
９
３
３

（
昭
８
）

屋
代
・
高
畠
・
亀
岡
・
二
井
宿
・
和
田

（
以
上
高
畠
町
）
・
上
郷
（
米
沢
市
）

の
各
農
業
会
が
共
同
出
資
し
て
屋
代
郷

農
産
加
工
場
を
創
立
す
る
（
＊
５
）

１
９
３
５

（
昭
10
）

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
を
主
体
に
生
産
が

急
激
に
増
大
す
る
（
＊
３
）

缶
詰
需
要
の
増
大
（
＊
３
）

１
９
３
５

（
昭
10
）
〜

１
９
４
５

（
昭
23
）

食
糧
増
産
令
に
よ
り
水
田
盛
土

栽
培
の
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
の
強
制
伐
採
が

命
じ
ら
れ
る
（
＊
３
）

１
９
３
７

（
昭
13
）

山
形
県
缶
詰
工
業
組
合
が
設
立
さ
れ
る

（
＊
15
）

１
９
４
５

（
昭
20
）
〜

１
９
６
５

（
昭
40
）
年
頃

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
を
主
体
に
缶
詰
生

産
が
行
わ
れ
る
（
＊
１
）

１
９
４
８

（
昭
23
）

洋
梨
組
合
が
果
樹
出
荷
組
合
に
改
組
さ

れ
る
（
＊
５
）

１
９
５
０

（
昭
25
）
年
頃

病
害
虫
や
生
理
障
害
の
発
生
が
著
し
く

な
り
，
廃
園
や
リ
ン
ゴ
園
へ
の
転
換
が

進
む
（
＊
５
）
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１
９
５
１

（
昭
26
）

戦
前
か
ら
続
い
た
農
薬
・
肥
料
の
価
格

及
び
原
料
の
統
制
が
撤
廃
さ
れ
る

（
＊
５
）

１
９
５
３

（
昭
28
）

農
林
省
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
よ
り
導
入

し
た
‚
マ
ッ
ク
ス
・
レ
ッ
ド
・
バ
ー
ト

レ
ッ
ト
‘
が
県
の
奨
励
品
種
に
な
る

（
＊
13
）

１
９
５
５

（
昭
30
）
年
代

〈
長
野
県
で
加
工
用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ

ト
‘
が
急
速
に
増
殖
さ
れ
る

（
＊
16
）
〉

１
９
５
６

（
昭
31
）
年
度

生
食
用
果
実
は
京
浜
市
場
や
北
海
道
市

場
に
出
荷
さ
れ
る
（
＊
５
）

１
９
５
７

（
昭
32
）

三
和
缶
詰
株
式
会
社
（
中
山
町
）
が
創

立
（
＊
１
）

１
９
６
０

（
昭
35
）
年
頃

〈
岩
手
県
で
加
工
用
‚
バ
ー
ト
レ
ッ

ト
‘
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
る

（
＊
12
）
〉

バ
ナ
ナ
や
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
の
輸
入
自
由

化
に
よ
り
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
缶
詰
生
産
が

低
迷
す
る
（
＊
17
）

１
９
６
１

（
昭
36
）

山
形
県
缶
詰
協
会
が
発
足
す
る

（
＊
15
）
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１
９
５
５

（
昭
30
）
〜

１
９
６
５

（
昭
40
）

東
北
果
実
缶
詰
工
業
協
同
組
合
が
活
動

す
る
（
＊
15
）

１
９
５
７

（
昭
32
）

山
形
県
園
芸
試
験
場
で 

‚
シ
ル
バ
ー
ベ

ル
‘ 

が
自
然
交
配
実
生
か
ら
選
抜
さ
れ

る
（
＊
18
）

１
９
６
４

（
昭
39
）

鈴
木
食
品
製
造
株
式
会
社
（
寒
河
江

市
）
が
創
業
（
＊
１
）

山
形
県
加
工
果
実
需
給
安
定
委
員
会
が

発
足
（
＊
19
）

１
９
６
５

（
昭
40
）

‚
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
の
一
部
が
‚
マ
ッ

ク
ス
・
レ
ッ
ド
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
‘
に

替
わ
り
始
め
る
（
＊
13
）

１
９
６
５

（
昭
40
）
年
代

セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
栽
培
面
積
が
減
少
す
る

（
＊
１
）

こ
の
頃
か
ら
缶
詰
需
要
が
減
る

（
＊
１
）

１
９
６
９

（
昭
44
）

「
チ
ク
ロ
シ
ョ
ッ
ク
」
に
よ
る
缶
詰
へ

の
不
信
（
＊
20
）

１
９
６
５

（
昭
40
）
〜

１
９
７
５

（
昭
50
）

缶
詰
加
工
の
最
盛
期
（
＊
１
）
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１
９
７
３

（
昭
48
）

天
童
市
農
協
の
リ
ン
ゴ
貯
蔵
冷
蔵
庫
に 

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
を
出
荷
ま
で
保
存

し
た
こ
と
で
，
低
温
処
理
の
追
熟
に
対

す
る
有
効
性
を
確
認
す
る
（
＊
17
）

１
９
７
５

（
昭
50
）
年
頃

原
料
不
足
か
ら
缶
詰
が
ほ
と
ん
ど
作
ら

れ
な
く
な
る
（
＊
１
）

１
９
７
４

（
昭
49
）
〜

１
９
７
５

（
昭
50
）

「
石
油
シ
ョ
ッ
ク
」
発
生
（
＊
15
）

県
内
の
加
工
業
社
で
あ
る
丸
菱
食
品
，

河
北
食
品
，
大
場
食
品
が
倒
産

（
＊
15
）

１
９
７
７

（
昭
52
）
年
頃

山
形
県
の
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
の
品
種
構
成

を
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
な
ど
の
良
食
味

品
種
主
体
に
す
る
と
決
ま
る
（
＊
21
）

〈
青
森
県
が
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
ジ
ェ
に

あ
る
国
立
農
業
研
究
所
よ
り
‚
ゼ
ネ
ラ

ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
‘
を
導
入

（
＊
22
）
〉

１
９
８
１

（
昭
56
）

大
江
町
で
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
産
地

追
熟
を
開
始
す
る
（
＊
23
）

１
９
８
２

（
昭
57
）

〈
新
潟
県
で
‚
ル
・
レ
ク
チ
ェ
‘
の
振

興
が
始
ま
る
（
＊
16
）
〉
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１
９
８
３

（
昭
58
）

〈
新
潟
県
に
導
入
さ
れ
た
品
種
が
「
ロ

ク
チ
」
，
「
レ
ク
チ
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
が
‚
ル 

レ
ク
チ
ェ
‘
に
統
一
さ
れ
る

（
＊
７
，
＊
８
）
〉

１
９
８
５

（
昭
60
）
年
頃

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
注
目
さ
れ
始

め
，
官
民
で
技
術
開
発
に
取
り
組
む

（
＊
１
）

〈
岡
山
県
で
赤
坂
町
洋
梨
生
産
組
合
が

結
成
さ
れ
る
（
＊
６
）
〉

１
９
８
５

（
昭
60
）
年
代

〈
岩
手
県
で
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
が
水

田
転
作
作
物
と
し
て
導
入
さ
れ
る

（
＊
12
）
〉

〈
長
野
県
で
生
食
向
け
‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
の
栽
培
が
増
加
す
る
（
＊
16
）
〉

１
９
８
６

（
昭
61
）

杵
屋
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
ゼ
リ
ー
の

開
発
を
開
始
（
＊
１
）

１
９
８
７

（
昭
62
）

天
童
市
農
協
で
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の

産
地
追
熟
が
始
ま
る
（
＊
25
）

山
形
県
園
芸
試
験
場
が
食
べ
頃
販
売
技

術
を
確
立
（
＊
17
）

株
式
会
社
た
か
は
た
フ
ァ
ー
ム
創
立　

（
＊
１
）

１
９
８
９

（
平
元
）

山
形
県
で
西
洋
な
し
リ
レ
ー
出
荷
産
地

育
成
事
業
が
始
ま
る
（
＊
24
）

杵
屋
の
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
ゼ
リ
ー
の

販
売
を
開
始
（
＊
１
）
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１
９
９
０

（
平
２
）

「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
の
日
」
が
制
定
さ
れ

る
（
＊
24
）

缶
詰
加
工
が
衰
退
し
始
め
る
（
＊
１
）

ラ
・
フ
ラ
ン
ス
消
費
者
ア
ピ
ー
ル
作
戦

事
業
が
行
わ
れ
る
（
＊
24
）

「
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
が

結
成
さ
れ
る
（
＊
24
）

１
９
９
２

（
平
４
）

〈
青
森
県
で
‚
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー

ク
‘
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
と
と
も
に

基
幹
品
種
に
登
録
さ
れ
る
（
＊
22
）
〉

１
９
９
４

（
平
６
）

杵
屋
の
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
ゼ
リ
ー
が

全
国
菓
子
大
博
覧
会
で
名
誉
総
裁
賞
を

受
賞
（
＊
１
）

１
９
９
６

（
平
８
）

小
林
食
品
株
式
会
社
が
‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
加
工
の
際
の
独
自
の
皮
む
き
法
で

農
林
水
産
大
臣
賞
受
賞
（
＊
１
）

１
９
９
８

（
平
10
）
年
頃

三
和
缶
詰
株
式
会
社
が
自
社
工
場
で
の

セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
の
缶
詰
加
工
を
中
止
す

る
（
＊
１
）

１
９
９
８

（
平
10
）
〜

１
９
９
９

（
平
11
）

こ
の
頃
を
ピ
ー
ク
に
加
工
用
原
料
が
減

少
（
＊
１
）
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１
９
９
９

（
平
11
）

県
で
育
成
さ
れ
た
‚
バ
ラ
ー
ド
‘
が
品

種
登
録
さ
れ
る
（
＊
25
）

２
０
０
０

（
平
12
）

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
食
べ
ご
ろ
出
荷

が
本
格
化
す
る(

＊
26)

２
０
０
０

（
平
12
）
〜

２
０
０
４

（
平
16
）

新
植
の
動
き
が
止
ま
り
，
セ
イ
ヨ
ウ
ナ

シ
園
の
廃
園
や
他
樹
種
へ
の
転
換
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
＊
27
）

２
０
０
２

（
平
14
）

無
登
録
農
薬
問
題
が
発
生
（
＊
１
）

２
０
０
６

（
平
18
）

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
農
薬
リ
ス
ト
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
（
＊
１
）

２
０
０
９

（
平
21
）

県
で
育
成
さ
れ
た
新
品
種
の
‚
メ
ロ
ウ

リ
ッ
チ
‘
が
品
種
登
録
さ
れ
る

（
＊
28
）

２
０
１
１

（
平
23
）

年
頃

県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
食
品
加

工
開
発
部
で
カ
ッ
ト
‚
ラ
・
フ
ラ
ン

ス
‘
の
研
究
に
取
組
み
始
め
る

（
＊
１
）
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２
０
１
３

（
平
25
）

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
販
売
開
始
基
準
日

が
統
一
さ
れ
る　

（
＊
23
）

２
０
１
４

（
平
26
）

‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
の
作
柄
不
良

（
＊
１
）

２
０
１
９

（
令
１
）

杵
屋
の
‚
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
‘
ゼ
リ
ー
が

Ｊ
Ａ
Ｌ
国
際
線
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の

デ
ザ
ー
ト
に
採
用
さ
れ
る
（
＊
１
）

２
０
２
０

（
令
２
）

「
山
形
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
」
が
地
理
的
表

示
（
Ｇ
Ｉ
）
保
護
制
度
に
登
録
さ
れ
る

（
＊
23
）

＊
１　

佐
藤
（
２
０
２
０
）
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る

＊
２　

『
果
樹
園
芸
大
百
科
⑨
西
洋
ナ
シ
』　

農
文
協　

２
０
０
０
年

＊
３　

『
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
や
ま
が
た　

西
洋
な
し
づ
く
り
の
き
め
手
』　

山
形
県
農
業
技
術
普
及
会　

１
９
９
０
年

＊
４　

『
山
形
の
さ
く
ら
ん
ぼ
・
西
洋
な
し
』　

渡
部
俊
三　

１
９
９
０
年

＊
５　

『
山
形
県
史 

本
篇 

農
業
編
中
』　

山
形
県　

１
９
６
９
年

＊
６　

『
特
産
の
く
だ
も
の
―
せ
い
よ
う
な
し
』　

日
本
果
樹
種
苗
協
会　

１
９
９
０
年

＊
７　

『
果
実
日
本
』　

第
62
巻
第
10
号　

 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会　

２
０
０
７
年

＊
８　

『
果
実
日
本
』　

第
63
巻
第
１
号　

 

日
本
園
芸
農
業
協
同
組
合
連
合
会　

２
０
０
８
年

＊
９　

『
山
形
の
う
ま
い
も
の
』　

山
形
県
農
産
物
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
推
進
協
議
会　

１
９
９
８
年
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＊
10　

『
青
果
物
加
工
品
生
産
流
通
事
情
調
査
報
告
書
』　

日
本
缶
詰
協
会　

１
９
６
７
年

＊
11　

『
高
畠
鉄
道
設
立
１
０
０
年
展
〜
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
〜
』
高
畠
町
郷
土
資
料
館　

２
０
２
１
年

＊
12　

小
山
（
２
０
２
２
）
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る

＊
13　

『
戦
後
農
業
技
術
発
達
史
《
第
５
巻
》 

果
樹
編
』　

（
財
）
日
本
農
業
研
究
所　

１
９
６
９
年

＊
14　

『
高
畠
町
史
』　

高
畠
町
史
編
集
委
員
会
編　

１
９
８
６
年

＊
15　

『
缶
詰
時
報
』　

57
巻
７
号　

日
本
缶
詰
協
会　

１
９
７
８
年

＊
16　

『
第
27
回
全
国
西
洋
ナ
シ
研
究
協
議
会
』　

全
国
果
樹
研
究
連
合
会

　
　
　

第
27
回
全
国
西
洋
ナ
シ
研
究
協
議
会
実
行
委
員
会　

２
０
１
２
年

＊
17　

『
地
上
』
56
巻
１
号　

家
の
光
協
会　

２
０
０
２
年

＊
18　

山
形
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

山
形
県　

２
０
２
０
年

　
　
　

〈https://w
w
w
.pref.yam

agata.jp/1
4
0
0
3
2
/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nousam

butsu/lafrance/

　
　
　

 rafuhinnsyusyoukai.htm
l

〉

＊
19　

『
缶
詰
時
報
』 

49
巻
10
号　

日
本
缶
詰
協
会　

１
９
７
０
年

＊
20　

『
山
形
県
に
お
け
る
西
洋
ナ
シ(

ラ
・
フ
ラ
ン
ス)

』
生
産
の
現
状
と
課
題　
　

原
田
直
樹

　
　
　

山
形
大
学
農
学
部
卒
業
論
文　

１
９
９
２
年

＊
21　

『
山
形
県
果
樹
農
業
振
興
計
画
書　

昭
和
52
年
２
月
25
日
作
成
』　

山
形
県　

１
９
７
７
年

＊
22　

『
青
森
の
西
洋
な
し
』　

青
森
県
農
林
水
産
部
り
ん
ご
果
樹
課　

２
０
１
２
年

＊
23　

農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

農
林
水
産
省　

２
０
２
１
年

　
　
　

〈https://w
w
w
.m
aff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/9

9
.htm

l
〉
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＊
24　

『
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
里
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
山
形
県
、
村
山
地
域
農
産
物
販
売
戦
略
推
進
協
議
会
、

置
賜
農
業
振
興
協
議
会
、
庄
内
地
域
農
産
物
生
産
販
売
戦
略
推
進
委
員
会
、
山
形
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
山

形
県
庄
内
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
天
童
市　

１
９
９
０
年

＊
25　

品
種
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（‚
バ
ラ
ー
ド
‘）　

農
林
水
産
省　

１
９
９
９
年　

　
　
　

〈http://w
w
w
.hinshu2

.m
aff.go.jp/vips/cm

m
/apC

M
M
1
1
2
.aspx?

T
O
U
R
O
K
U
_N

O
=7
3
9
0
&
L
A
N
G
U
A
G
E=Japanese

〉

＊
26　

『
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
（
中
）:

食
べ
ご
ろ
出
荷
本
格
化
』　

山
形
新
聞　

２
０
０
０
年
11
月
27
日
朝
刊

＊
27　

『
農
業
山
形
』
２
０
０
４
年
８
月
号　

農
業
技
術
協
会　

２
０
０
４
年

＊
28　

品
種
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（ 

‚
メ
ロ
ウ
リ
ッ
チ
‘ 

）　

農
林
水
産
省　

２
０
０
９
年

　
　
　

〈http://w
w
w
.hinshu2

.m
aff.go.jp/vips/cm

m
/apC

M
M
1
1
2
.aspx?

T
O
U
R
O
K
U
_N

O
=1
8
1
4
4
&
L
A
N
G
U
A
G
E=Japanese

〉
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あ
と
が
き

　

『
や
ま
が
た
の
西
洋
な
し
の
は
な
し
』、
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
研
究
室
の
専
攻
生
だ
っ
た
佐
藤
真

菜
さ
ん
と
小
山
和
葉
さ
ん
の
卒
業
論
文
を
も
と
に
編
集
し
ま
し
た
の
で
、
少
々
堅
苦
し
い
記
述
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
が
、
若
い
二
人
が
初
め
て
の
論
文
作
成
に
挑
戦
し
た
成
果
で
す
の
で
ど
う
ぞ
ご
寛
恕
く
だ
さ

い
。
二
人
が
県
内
外
の
図
書
館
に
何
度
も
足
を
運
ん
だ
り
、
聞
き
取
り
調
査
の
膨
大
な
録
音
デ
ー
タ
を
文
字

に
起
こ
し
た
り
、
奮
闘
し
て
い
た
姿
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
付
録
の
年
表
は
両
人
の
収
集
し
た
多
く
の
資
料

と
調
査
の
結
果
を
総
合
し
て
新
し
く
作
成
し
た
も
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
研
究
室
で
は
こ
れ
ま
で
に
、『
伝
九
郎
柿
の
は
な
し
』（
２
０
１
２
）、『
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
は
な
し
』

（
２
０
１
３
）、『
や
ま
が
た
の
在
来
梅
の
は
な
し
』（
２
０
１
４
）、『
や
ま
が
た
の
さ
く
ら
ん
ぼ
の
は
な
し
』

（
２
０
２
０
）、『
や
ま
が
た
の
あ
け
び
の
は
な
し
』（
２
０
２
０
）
を
製
作
し
て
き
ま
し
た
。
本
書
で
シ
リ
ー

ズ
６
冊
目
に
な
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
冊
子
も
印
刷
部
数
が
２
０
０
冊
前
後
で
す
の
で
、
よ
り
多
く
の
み
な
さ
ん
に
読
ん
で
い
た
だ
く

た
め
に
山
形
在
来
作
物
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://zaisakuken.jp

）
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
公
開
し
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て
い
ま
す
。
本
書
に
つ
い
て
も
公
開
す
る
予
定
で
す
。
な
お
、
同
研
究
会
は
２
０
２
２
年
の
年
度
末
を
も
っ

て
閉
会
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
し
ば
ら
く
の
間
存
続
さ
せ
る
予
定
で
す
。『
や

ま
が
た
の
果
物
の
は
な
し
』シ
リ
ー
ズ
に
興
味
の
あ
る
方
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
に
関
係
し
た
調
査
の
実
施
や
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
、
本
文
中
に
イ
ニ

シ
ャ
ル
で
登
場
す
る
人
た
ち
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
個
人
名
を
あ
げ
る

こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
が
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
本
書
に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
質
問
、
西

洋
な
し
に
関
す
る
興
味
深
い
情
報
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
研
究
室
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　

山
形
大
学
農
学
部
果
樹
園
芸
学
研
究
室　

Ｔ
Ｅ
Ｌ: 

０
２
３
５
ー
２
８
ー
２
８
２
９
、e-m

ail :  staira@
tds1

.tr.yam
agata-u.ac.jp
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