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は
し
が
き

　

在
来
作
物
と
は
、「
あ
る
地
域
で
、
世
代
を
越
え
て
、
栽
培
者
に
よ
っ
て
種
苗
の
保
存
が
続
け
ら
れ
、
特

定
の
用
途
に
供
さ
れ
て
き
た
作
物
」
で
す
（
山
形
在
来
作
物
研
究
会
、
２
０
０
７
）。

　

果
樹
の
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
接
ぎ
木
や
さ
し
木
に
よ
っ
て
増
や
さ
れ
る
た
め
、
採
種
（
種
と
り
）
は

ふ
つ
う
行
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
栽
培
者
ら
が
そ
の
土
地
で
長
年
作
り
続
け
て
き
た
も
の
が
在
来
品
種
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
果
樹
の
在
来
品
種
は
、
長
年
そ
の
土
地
で
同
じ
個
体
が
生
育
し
続
け
て
い
る

た
め
、
そ
の
地
域
の
気
候
条
件
や
環
境
条
件
に
よ
く
適
応
し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

近
年
は
栽
培
者
の
高
齢
化
や
樹
園
地
の
宅
地
化
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
在
来
品
種
が
伐
採
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
品
種
そ
の
も
の
が
姿
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、「
ず
い
ぶ

ん
昔
か
ら
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
」
と
い
う
程
度
の
情
報
の
ほ
か
に
、
そ
の
品
種
の
来
歴
や
特
性
な
ど
に
関
す

る
情
報
は
、
詳
し
く
記
録
さ
れ
た
り
、
伝
承
さ
れ
た
り
し
て
い
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
。



　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
在
来
品
種
は
地
域
特
有
の
有
用
植
物
遺
伝
資
源
と
し
て
再
び
注
目
さ
れ
る
ケ
ー

ス
も
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
分
布
や
生
理
・
生
態
的
な
特
性
な
ど
を
あ
ら
た
め
て
よ
く
把
握
し

て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
こ
の
冊
子
で
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る

ウ
メ
（
梅
）
も
日
本
各
地
に
多
様
な
在
来
品
種
が
存
在
す
る
果
樹
の
一
つ
で
す
。

　

ウ
メ
（P

runus m
um
e
 S
iebold &

 Z
ucc.

）
は
バ
ラ
科
、
サ
ク
ラ
属
、
ス
モ
モ
亜
属
に
属
す
る
果
樹
で
、

東
ア
ジ
ア
（
中
国
）
の
温
帯
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
吉
田
、
１
９
８
３；

１
９
８
４；

堀
内
、

１
９
９
６
）。
ウ
メ
の
核
（
私
た
ち
が
ふ
つ
う
「
種(

た
ね)

」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、ウ
メ
で
は
実
は
「
核(

か

く)

」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
す
。
本
当
の
種
は
核
の
中
に
入
っ
て
い
ま
す
）
は
と
て
も
堅
く
、
土
の
中
に
埋

も
れ
て
も
腐
敗
し
に
く
い
の
で
、
古
い
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
現
在
ま
で
の

と
こ
ろ
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
ウ
メ
の
核

が
多
数
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ウ
メ
は
お
そ
ら
く
弥
生
時
代
に
中
国
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
堀
内
、
１
９
９
６
）。
た
だ
し
、
現
時
点
で
は
、
日
本
に
現
存
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
過
去
に
あ
っ
た
ウ
メ
が
、
日
本
原
産
の
も
の
な
の
か
、
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
も
の
な
の
か
、
ま
た

は
、
そ
の
両
方
が
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。



　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
日
本
人
と
ウ
メ
と
の
お
つ
き
合
い
は
相
当
長
い
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
あ
り
ま

せ
ん
。
梅
干
し
や
梅
酒
を
は
じ
め
と
し
て
、
私
た
ち
の
日
常
の
食
生
活
に
よ
く
密
着
し
て
き
た
が
ゆ
え
に
、

全
国
各
地
で
多
様
な
品
種
が
分
化
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

で
は
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
山
形
県
に
は
ど
の
よ
う
な
在
来
品
種
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本
冊
子
で
は
、

私
た
ち
の
研
究
室
で
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
さ
さ
や
か
な
調
査
や
研
究
の
結
果
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

山
形
県
特
産
の
オ
ウ
ト
ウ
（
さ
く
ら
ん
ぼ
）
や
モ
モ
な
ど
を
含
む
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
の
果
樹
た
ち
を
対
象
に

し
た
最
新
の
研
究
成
果
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
も
わ
か
り
や
す
く
解
説
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
・
松
本
大
生　
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第一章　はじめに

第
一
章　

は
じ
め
に　

― 

日
本
の
梅
・
や
ま
が
た
の
梅 

―

　

ウ
メ
（
通
常
、
植
物
名
に
は
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
あ
と
は
私
た
ち
に
よ
り
な
じ
み
の
深

い
漢
字
の
「
梅
」
を
使
う
こ
と
に
し
ま
す
）
は
、
日
本
で
は
古
く
は
観
賞
用
の
み
に
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
（
吉
田
、
１
９
８
３；

１
９
８
４
）。
果
実
（
と
く
に
未
熟
果
）
は
酸
味
が
強
く
、
少
量
で
す
が

青
酸
配
糖
体
と
い
う
有
毒
物
質
を
含
む
た
め
生
食
に
は
向
き
ま
せ
ん
。
食
材
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
し

か
る
べ
き
加
工
を
施
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

加
工
原
料
と
し
て
の
果
実
生
産
を
目
的
と
し
た
栽
培
は
江
戸
時
代
以
降
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

（
堀
内
、
１
９
９
６
）。
実
際
、
梅
に
関
す
る
文
献
は
江
戸
時
代
以
降
に
数
多
く
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ

ろ
か
ら
品
種
改
良
が
進
み
、
全
国
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、
花
の
色
や
花
弁
（
花
び
ら
）
の
数
、
花
弁
の
形
状
な
ど
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、‚
太た

い

平へ
い

梅う
め

‘、‚
養よ
う

老ろ
う

‘、‚
豊ぶ
ん

後ご

‘、‚
小こ

梅う
め

‘、‚
常
じ
ょ
う

梅ば
い

‘
な
ど
の
品
種
名
が
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
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に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
大
正
時
代
に
な
る
と
、‚
白し
ら

加か

賀が

‘、‚
紅こ
う

梅ば
い

‘、‚
浪は

ろ

う波
‘、‚
小こ

梅う
め

‘、‚
豊ぶ
ん

後ご

‘、

‚
林り
ん

州
し
ゅ
う

‘
な
ど
の
多
様
な
品
種
が
全
国
各
地
で
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
吉
田
、
１
９
８
４
）。

　

昭
和
時
代
に
入
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
は
軍
需
用
保
存
食
品
と
し
て
の
梅
干
し
の
需
要
が
高
ま
っ

て
、
１
９
４
０
年
に
は
栽
培
面
積
が
ピ
ー
ク
（
約
１
万
７
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
達
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
大

戦
後
は
主
要
食
糧
の
増
産
政
策
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
梅
の
生
産
は
減
少
し
、
１
９
５
８
年
に
は

ピ
ー
ク
時
の
約
半
分
の
面
積
に
ま
で
減
り
ま
す
。
そ
の
後
、
１
９
６
２
年
に
酒
税
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
梅
酒
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
り
、
栽
培
面
積
が
急
増
し
は
じ
め
ま
す
。
さ
ら
に
、
１
９
８
０
年
代
に
な

る
と
、
自
然
食
品
や
健
康
食
品
の
需
要
の
増
加
に
よ
っ
て
栽
培
が
さ
ら
に
拡
大
し
、
１
９
９
４
年
に
は
２
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
近
く
な
り
、収
穫
量
も
11
万
ト
ン
を
超
え
ま
し
た
。
し
か
し
、消
費
量
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、

梅
を
原
料
に
し
た
加
工
製
品
の
輸
入
量
も
増
加
し
た
た
め
、
栽
培
面
積
の
増
大
は
再
び
頭
打
ち
に
な
っ
て
い

ま
す
（
八
重
垣
、
２
０
１
３
）。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
全
国
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
地
方
に
特
有
の
在
来
品
種
の
選
抜
や
栽
培
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
堀
内
、
１
９
９
６
）。
山
形
県
の
梅
の
栽
培
面
積
は
、

２
０
１
２
年
の
統
計
で
は
１
３
９
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
と
、
最
大
の
生
産
地
で
あ
る
和
歌
山
県
の
約
５
，
６
０
０
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第一章　はじめに

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
比
べ
る
と
ご
く
わ
ず
か
な
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
在
来
品
種
が
存
在
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

私
た
ち
は
ま
ず
、
山
形
県
内
に
現
在
あ
る
、
あ
る
い
は
以
前
は
あ
っ
た
、
梅
の
在
来
品
種
に
つ
い
て
聞
き

取
り
を
行
う
こ
と
か
ら
調
査
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
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第
二
章　

や
ま
が
た
の
在
来
梅
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査

　

ま
ず
、
山
形
県
内
に
現
存
す
る
、
あ
る
い
は
過
去
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
在
来
梅
の
品
種
名
や
分
布

状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
村
山
、
最
上
、
置
賜
お
よ
び
庄
内
の
４
つ
の
地
方
別
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。 

　

具
体
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
あ
る
主
要
な
農
産
物
直
売
所
（
産
直
）
と
各
総
合
支
庁
の
農
業
技
術

普
及
課
（
２
０
０
７
年
当
時
）
の
ス
タ
ッ
フ
を
対
象
に
し
て
、電
話
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

産
直
に
つ
い
て
は
、
村
山
地
方
が
19
か
所
、
最
上
地
方
が
11
か
所
、
置
賜
地
方
が
24
か
所
お
よ
び
庄
内
地
方

が
14
か
所
の
、
全
部
で
68
か
所
に
対
し
て
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

調
査
の
内
容
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
産
直
の
店
頭
で
梅
（
加
工
品
も
含
め
て
）
が
販
売
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

ま
た
、
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
品
種
名
は
何
か
、
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
産
直
の
周
辺
に
、
そ
の
地
域
特
有

の
在
来
品
種
と
思
わ
れ
る
梅
の
木
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
聞
い
て
み
ま
し
た
。
調
査
を
行
っ
た
の
は
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第二章　やまがたの在来梅についての聞き取り調査

２
０
０
７
年
の
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
４
つ
の
総
合
支
庁
の
農
業
技
術
普
及
課

に
、
管
内
に
在
来
品
種
と
思
わ
れ
る
梅
の
木
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
た
ず
ね
ま
し
た
。

　

聞
き
取
り
調
査
の
結
果
、
村
山
地
方
の
山
形
市
お
よ
び
寒
河
江
市
で
、
在
来
品
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

‚
谷
沢
梅
‘
が
現
在
も
生
産
さ
れ
、
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。‚
谷
沢
梅
‘
の
主
産
地

は
寒
河
江
市
の
谷
沢
地
区
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
が
、
山
形
市
内
の
複
数
の
産
直
で
も
生
産
地
か
ら
購

入
す
る
な
ど
し
て
か
な
り
の
量
を
販
売
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
一
方
、
村
山
市
や
大
江
町
の
産

直
か
ら
は
、‚
白し

ら

加か

賀が

‘
や
‚
豊ぶ
ん

後ご

梅う
め

‘、‚
南な
ん

高こ
う

‘、‚
紅こ
う

映え
い

‘
な
ら
び
に
‚
甲こ
う

州
し
ゅ
う

梅う
め

‘
な
ど
の
一
般
的
な
栽

培
品
種
の
販
売
の
み
で
在
来
品
種
は
と
く
に
扱
っ
て
い
な
い
と
の
回
答
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
聞
き
取
り
の
結
果
か
ら
は
、
最
上
地
方
に
は
在
来
の
梅
が
お
そ
ら
く
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
し

た
。
同
地
方
で
は
、
梅
の
販
売
を
ま
っ
た
く
行
っ
て
い
な
い
産
直
も
多
く
、
ま
た
、
た
と
え
販
売
し
て
い
て

も
品
種
名
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
１
か
所
だ
け
、
新
潟
県
の
在
来

品
種
と
い
わ
れ
て
い
る
‚
藤
五
郎
梅
‘
を
販
売
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

置
賜
地
方
に
は
、‚
豊
後
‘
系
の
梅
と
思
わ
れ
る
‚
お
い
た
ま
豊
後
‘
と
呼
ば
れ
る
品
種
を
販
売
し
て
い

る
産
直
が
あ
り
ま
し
た
。‚
お
い
た
ま
豊
後
‘
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
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が
、‚
豊
後
‘
梅
に
類
似
し
た
品
種
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
同
地
方
に
は
将
来
に
向
け
て
増
や
し
て
い

こ
う
と
い
う
活
動
を
し
て
い
る
生
産
者
が
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

一
方
、
庄
内
地
方
で
は
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
と
‚
お
ば
こ
梅
‘
と
い
う
在
来
品
種
が
あ
る
と
い
う
回
答
が
得

ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
青
梅
や
梅
干
し
の
販
売
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
品
種
名
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
の

回
答
も
か
な
り
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
４
つ
の
地
方
に
共
通
し
て
、
昔
か
ら
あ
る
梅
の

木
は
か
な
り
あ
る
け
れ
ど
品
種
名
は
定
か
で
な
い
と
い
う
回
答
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
山
形
県
に
現
存
す
る
在
来
梅
と
し
て
‚
谷

沢
梅
‘、‚
せ
つ
だ
梅
‘、
さ
ら
に
‚
お
ば
こ
梅
‘
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
３
品

種
に
つ
い
て
以
下
の
章
で
も
う
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第
三
章　

谷 

沢 

梅

　

・
来
歴
と
古
木
の
調
査

　

‚
谷
沢
梅
‘
が
現
在
（
調
査
は
２
０
０
７
年
に
行
い
ま
し
た
）
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
は
、
寒
河
江
市
高
松

地
区
の
中
で
最
も
西
に
位
置
す
る
「
下
谷
沢
」
と
「
清
助
新
田
」
と
い
う
２
つ
の
集
落
が
中
心
で
す
。

　

谷
沢
地
区
に
は
「
下
谷
沢
」
の
ほ
か
に
も
「
中
谷
沢
」、「
上
谷
沢
」
と
い
う
集
落
が
あ
り
ま
す
が
、「
上
谷
沢
」

で
は
‚
谷
沢
梅
‘
を
植
え
て
も
結
実
が
あ
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
の
で
、
昔
か
ら
あ
ま
り
植
え
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。「
上
谷
沢
」
付
近
は
粘
土
質
土
壌
が
多
く
、
梅
の
栽
培
に
は
あ
ま
り
適
さ
な
か
っ
た
た

め
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、「
下
谷
沢｣

や
「
清
助
新
田
」
は
、寒
河
江
川
の
氾
濫
原
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、

下
層
に
礫れ
き

が
多
く
排
水
が
よ
い
こ
と
か
ら
、
果
樹
栽
培
に
適
し
て
い
た
よ
う
で
す
（
山
形
県
経
済
農
業
共
同

組
合
連
合
会
、
１
９
８
６
）。



14

　

‚
谷
沢
梅
‘
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
こ
の
地
域
で
栽
培
さ
れ
は
じ
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
し
っ
か
り
し
た
記

録
が
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
た
だ
し
、
一
説
に
は
４
０
０
年
あ
ま
り
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
室
町

時
代
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
山
形
県
経
済
農
業
共
同
組
合
連
合
会
、
１
９
８
６
）。

ま
た
、
そ
の
当
時
、
福
島
県
の
会
津
若
松
地
方
に
梅
の
大
産
地
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、‚
谷

沢
梅
‘
は
会
津
地
方
か
ら
谷
沢
地
区
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

‚
谷
沢
梅
‘
の
名
前
の
由
来
は
、「
谷
沢
」
と
い
う
集
落
名
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。｢

清
助
新

田｣

も
昔
は
「
谷
沢
新
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
こ
か
ら
‚
谷
沢
梅
‘

の
名
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

寒
河
江
市
谷
沢
地
区
で
長
年
‚
谷
沢
梅
‘
を
生
産
し
て
い
る
Ｓ
さ
ん
（
２
０
０
７
年
当
時
76
歳
）
か
ら
の

聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
今
か
ら
約
１
０
０
年
前
、
明
治
時
代
の
終
り
ご
ろ
に
は
同
地
区
に
多
数
の
‚
谷

沢
梅
‘の
木
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
ま
で
同
地
区
で
は
、

樹
園
地
や
畑
で
は
な
く
ほ
と
ん
ど
の
家
の
庭
先
に
、
か
な
り
の
樹
齢
の
‚
谷
沢
梅
‘
の
木
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
木
が
い
つ
頃
植
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
し
か
し
、
Ｓ
さ
ん
が
ま
だ
幼
い
こ
ろ
に
、
す
で
に
樹
齢
が
１
０
０
年
以
上
に
も
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
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梅
の
古
木
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、‚
谷
沢
梅
‘
の
来
歴
に
つ
い
て

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
も
多
く
、
関
連
す
る
資
料

も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
が
、

か
な
り
古
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
さ
そ
う
で
す
。

　

写
真
１
は
、「
谷
沢
」
集
落
の
山
手
に
現
在
あ

る
、‚
谷
沢
梅
‘
の
母
樹
と
さ
れ
て
い
る
古
木
で

す
。
近
年
は
、
地
域
の
活
性
化
の
た
め
に
特
産
品

で
あ
る
‚
谷
沢
梅
‘
の
梅
干
し
生
産
の
振
興
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
苗
木
を
新
た
に
植

え
る
人
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
際
に

は
、
な
る
べ
く
こ
の
母
樹
か
ら
穂
木
（
接
ぎ
木
を

写真１　‘谷沢梅’の母樹（寒河江市谷沢）

樹高は約３メートル。
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す
る
と
き
に
使
う
芽
の
つ
い
た
枝
の
こ
と
）
を
取
っ
て
増
殖
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
し

た
が
っ
て
、同
地
区
内
で
は
今
後
‚
谷
沢
梅
‘
の
生
産
が
今
よ
り
増
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、
谷
沢
地
区
（「
上
谷
沢
」、「
中
谷
沢
」、「
下
谷
沢
」
の
３
集
落
）
と
「
清
助
新
田
」
に
、
ど
の

程
度
の
樹
齢
の
‚
谷
沢
梅
‘
の
木
が
ど
の
く
ら
い
の
数
分
布
し
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
集
落
内
を
一

軒
ず
つ
見
て
回
る
踏
査
調
査
を
行
い
ま
し
た
（
２
０
０
７
年
実
施
）。
ま
た
、現
地
に
暮
ら
す
何
人
か
の
方
々

に
、
昔
は
ど
ん
な
状
況
で
あ
っ
た
か
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
谷
沢
地
区
を
中
心
に
集
落
地
図
と
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
、‚
谷
沢
梅
‘
の
古
木
が
ど
こ

に
ど
の
程
度
現
存
し
て
い
る
か
を
調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
谷
沢
地
区
内
の
少
な
く
と
も
５
か
所
で
、
か

な
り
の
樹
齢
と
判
断
さ
れ
る
‚
谷
沢
梅
‘
の
木
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

‚
谷
沢
梅
‘
の
栽
培
は
、
最
初
は
「
上
谷
沢
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
後
南
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
す
が
、現
在
あ
る
古
木
は
「
上
谷
沢
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
中
谷
沢
」
に
多
い
よ
う
で
し
た
。
た
だ
、

不
思
議
な
こ
と
に
、
現
在
栽
培
が
最
も
盛
ん
で
あ
る
「
下
谷
沢
」
地
区
の
民
家
の
庭
先
に
は
古
い
梅
の
木
は

ほ
と
ん
ど
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
お
、‚
谷
沢
梅
‘
の
古
木
は
「
清
助
新
田
」
で
も
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
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・
品
種
特
性
と
結
実
特
性

　

寒
河
江
市
谷
沢
で
‚
谷
沢
梅
‘
を
生
産
し
て
い
る
Ｓ
さ
ん
の
果
樹
園
の
木
を
お
借
り
し
て
、
結
実
特
性
に

関
す
る
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
Ｓ
さ
ん
ご
夫
妻
は
現
在
（
２
０
０
７
年
当
時
）、‚
谷
沢
梅
‘
を
約
10
ア
ー
ル

（
12
、
13
樹
）
ほ
ど
栽
培
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

Ｓ
さ
ん
の
果
樹
園
に
植
え
ら
れ
て
い
る
‚
谷
沢
梅
‘
３
樹
（
い
ず
れ
も
樹
齢
約
15
年
）
か
ら
、
１
５
２
個

写真２　‘谷沢梅’の結実状況
（寒河江市谷沢）

写真３　収穫直後の‘谷沢梅’
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の
花
と
60
個
の
果
実
を
無
作
為
に
採
取
さ
せ
て
も
ら
っ
て
調
査
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
果
実
は
比
較
的
小
さ
く
て
楕
円
体
、
縫
合
線
（
果
実
に
縦
に
通
っ
て
い
る
く
び
れ
の
よ
う
な

線
）
は
浅
く
、
片
肉
果
（
形
が
縫
合
線
に
対
し
て
対
象
で
な
く
、
左
右
で
歪ゆ

が

ん
で
い
る
果
実
）
は
少
な
く
、

玉
ぞ
ろ
い
は
良
好
で
、
果
頂
部
（
果
実
の
頭
の
部
分
）
が
や
や
尖
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
し

た
（
写
真
２
、３
）。
果
皮
は
緑
黄
色
で
し
た
。
花
は
単
弁
（
花
び
ら
は
５
枚
）、
白
色
で
、
不
完
全
花
（
梅

の
花
は
品
種
に
も
よ
り
ま
す
が
、
雄
し
べ
が
欠
如
し
て
い
る
な
ど
形
態
的
に
不
完
全
な
花
を
持
つ
も
の
が
し

ば
し
ば
あ
り
ま
す
）
は
、調
査
し
た
花
の
う
ち
の
１
割
程
度
で
、そ
う
多
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
表

１
）。

　

以
上
の
特
徴
か
ら
、‚
谷
沢
梅
‘
は
梅
品
種
の
中
で
は
「
中
核
」
と
呼
ば
れ
る
品
種
群
に
属
す
る
も
の

と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
赤
軸
」
系
統
に
近
い
品
種
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
中
核
品
種

の
割
に
は
核
が
小
さ
く
、
果
肉
が
肉
厚
で
、
梅
干
し
に
加
工
し
た
際
に
果
皮
が
破
れ
に
く
く
、
果
肉
が
核

か
ら
容
易
に
離
れ
る
と
い
う
優
れ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
（
山
形
県
経
済
農
業
共
同
組
合
連
合
会
、

１
９
８
６
）。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
梅
干
に
加
工
し
た
と
き
の
香
り
が
よ
く
、
色
上
が
り
も
良
好
で

あ
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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‚
谷
沢
梅
‘
は
梅
の
中
で
は
比
較
的

寿
命
が
長
い
品
種
の
よ
う
で
、
前
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
も
谷
沢
地
区
に

「
母
樹
」
と
さ
れ
る
古
木
（
樹
齢
は
不

明
で
す
が
）
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
同
集
落
内
の
樹
園
地
に
は
‚
谷

沢
梅
‘
の
実
生
（
種
子
か
ら
生
じ
た
植

物
体
の
こ
と
）
由
来
と
思
わ
れ
る
木
も

相
当
数
あ
る
よ
う
で
す
。
私
た
ち
が
調

査
対
象
と
し
た
Ｓ
さ
ん
所
有
の
木
も
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
実
生
由
来
で
あ
る
と
の

こ
と
で
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
‚
谷
沢
梅
‘

は
、
遺
伝
的
に
必
ず
し
も
斉
一
で
な
い

表１　‘谷沢梅’の果実と花の主な形質
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も
の
が
混
在
し
た
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
す
（
果
樹
の
品
種
は
接
ぎ
木
や
さ
し
木
で

増
や
す
の
で
、
本
来
は
遺
伝
的
に
完
全
に
同
一
、
つ
ま
り
「
ク
ロ
ー
ン
」
な
の
で
す
が
）。

　

同
地
区
に
お
け
る
‚
谷
沢
梅
‘
の
開
花
時
期
は
、平
年
は
３
月
後
半
で
、春
先
が
冷
涼
な
年
は
４
月
に
入
っ

て
か
ら
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
開
花
が
遅
い
年
は
果
実
の
発
育
に
も
遅
れ
が
生
じ
て
、
収
量
や
品
質

に
も
よ
く
な
い
影
響
が
出
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
受
粉
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
放
任
受
粉
で
、
昆
虫

や
風
に
よ
る
送
粉
（
花
粉
が
運
ば
れ
る
こ
と
）
が
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

果
実
の
収
穫
時
期
は
、
ふ
つ
う
６
月
下
旬
ご
ろ
で
す
。
剪
定
は
、
冬
の
間
に
込
み
合
っ
て
い
る
枝
の
み
を

間
引
く
程
度
に
行
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、‚
谷
沢
梅
‘
の
結
実
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
受
粉
試
験
を
行
い
ま
し
た
。

　

Ｓ
さ
ん
の
果
樹
園
に
あ
る
約
15
年
生
の
‚
谷
沢
梅
‘
３
樹
（
い
ず
れ
も
実
生
樹
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
樹
体

Ａ
、
樹
体
Ｂ
、
樹
体
Ｃ
と
し
ま
す
）
を
供
試
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
木
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
①
花
が
ま
だ
蕾
つ
ぼ
み

の

う
ち
に
除
雄
（
雄
し
べ
を
切
り
取
っ
て
し
ま
う
操
作
）
し
、袋
を
か
け
て
無
受
粉
と
し
た
も
の
（
無
受
粉
区
）、

②
開
花
直
前
に
袋
を
か
け
て
自
家
受
粉
さ
せ
た
も
の
（
自
家
受
粉
区
）、
③
袋
か
け
を
し
な
い
で
放
置
し
た

も
の
（
放
任
受
粉
区
）
の
３
つ
の
処
理
区
を
設
け
ま
し
た
。
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１
処
理
区
あ
た
り
１
樹
に
つ
き
１
０
０
〜

２
０
０
花
を
供
試
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
３
樹
と
同

地
区
に
あ
る
梅
の
木
の
開
花
が
完
全
に
終
了
し
た

時
点
で
袋
を
は
ず
し
、
そ
の
後
、
果
実
の
生
理
落

果
（
受
精
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
果
実
が
結
実

せ
ず
に
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
）
が
終
了
し
た
時
点

で
処
理
区
ご
と
に
結
実
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
結
実

率
を
算
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
満
開
時
に
３
樹
の

花
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
花
粉
を
採
取
し
て
発
芽
率
を
調

査
し
ま
し
た
。
花
粉
の
培
養
に
は
蒸
留
水
に
シ
ョ

糖
10
％
、
粉
末
寒
天
１
％
を
加
え
た
人
工
培
地
を

使
用
し
ま
し
た
。
花
粉
は
、
薄
く
広
げ
た
培
地
上

に
絵
筆
を
用
い
て
均
一
に
ま
き
、
20
℃
で
８
時
間

培
養
し
ま
し
た
。
培
養
後
、
顕
微
鏡
下
で
発
芽
率

表２　‘谷沢梅’３樹の結実率
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を
調
査
し
ま
し
た
。
発
芽
率
は
、
花
粉
管
が
花
粉
粒
の
直
径
よ
り
も
長
く
伸
張
し
て
い
る
も
の
を
発
芽
し
た

花
粉
と
み
な
し
て
樹
体
ご
と
に
約
２
０
０
０
粒
に
つ
い
て
カ
ウ
ン
ト
し
ま
し
た
。

　

調
査
結
果
か
ら
、
３
樹
体
と
も
か
な
り
高
い
自
家
和
合
性
（
自
分
自
身
あ
る
い
は
同
じ
品
種
の
花
粉
で
受

精
し
、
結
実
す
る
こ
と
）
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
（
表
２
）。
ま
た
、
３
樹
体
と
も
放
任

受
粉
区
の
結
実
が
最
も
高
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
他
家
受
粉
（
ほ
か
の
品
種
の
花
粉
に
よ
っ
て
受
粉
す
る
こ

と
）
に
よ
り
結
実
は
よ
り
安
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
樹
体
が
異
な
る
と
、
自
家
和
合

性
の
能
力
に
差
が
あ
る
可
能
性
も
う
か
が
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
近
辺
に
あ
る
実
生
由
来
の
‚
谷
沢
梅
‘
の

木
は
お
そ
ら
く
花
粉
を
交
換
し
合
っ
て
、
お
互
い
に
受
粉
樹
の
役
割
を
果
た
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ

れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
自
家
受
粉
区
は
か
な
り
長
い
期
間
袋
を
か
け
て
い
た
た
め
袋
の
中
で
花
が
傷
み
、
そ

の
せ
い
で
結
実
率
が
低
下
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、‚
谷
沢
梅
‘
は
か
な
り
高
い
確
率
で
自
家
結
実
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
花
粉
の
発
芽
率
は
、
樹
体
Ａ
が
62
・
３
％
、
樹
体
Ｂ
が
52
・
４
％
、
樹
体
Ｃ
は
67
・
１
％
で
あ
り
、

い
ず
れ
の
樹
体
の
花
粉
も
十
分
な
活
性
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
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・
果
実
の
利
用
法

　

寒
河
江
市
谷
沢
地
区
で
長
年
栽
培
さ
れ
て
き
た‚
谷
沢
梅
‘は
現
在
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、

こ
れ
ま
で
は
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
も
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

以
下
に
紹
介
す
る
調
査
結
果
は
主
に
、
２
０
０
６
年
７
月
に
‚
谷
沢
梅
‘
の
生
産
者
で
あ
る
Ｓ
さ
ん
ご
夫

写真４　果実の水洗い

流水で何度もていねいに洗います。

写真５
果実に食塩を振りかけて漬け込んでいると
ころ

果実約80kgに対して食塩約１kgの割合で混ぜます。

写真６
落しぶたと重石を載せて漬け込みが完了し
たところ
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妻
に
う
か
が
っ
た
話
を
も
と
に
し
て

い
ま
す
。 

　

‚
谷
沢
梅
‘
は
現
在
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
が
梅
干
し
に
加
工
さ
れ

て
い
ま
す
。
加
工
は
主
と
し
て
個
人

単
位
で
行
う
の
で
、
各
家
庭
に
よ
っ

て
そ
の
手
順
の
細
か
い
と
こ
ろ
は
異

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
こ

と
で
す
が
、
Ｓ
さ
ん
ご
夫
妻
が
現
在

行
っ
て
い
る
加
工
手
順
の
概
略
は
、

図
１
お
よ
び
写
真
４
〜
12
に
示
し
た

と
お
り
で
す
。

　

‚
谷
沢
梅
‘も
ず
い
ぶ
ん
以
前
は
、

梅
干
し
へ
の
加
工
の
ほ
か
に
〝
切
り

写真７　天日干し①

果実を一つ一つていねいにひっくり返し、
片面３日ずつ干します。

写真８　天日干し②

突然の雨から守るため、ビニルハウスも利
用します。

写真９
すだれの上で天日干しされる‘谷沢梅’

天日干しを２回繰り返して行うことで色鮮
やかな梅干しに仕上がるといいます。
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梅
〞
や
〝
梅ば
い

露ろ

〞
に
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。〝
切
り
梅
〞
と
い
う
の
は
、
梅
干
し
に
し
た
果

実
を
細
か
く
刻
ん
だ
後
に
砂
糖
な
ど
で
味
つ
け
を
し
て
食
べ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、〝
梅
露
〞
は
、
梅
干
し

を
す
り
お
ろ
し
た
も
の
を
弱
火
で
長
時
間
煮
詰
め
て
粘
度
の
高
い
ペ
ー
ス
ト
状
に
し
た
も
の
で
、
主
と
し
て

腹
痛
に
効
く
民
間
薬
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
お
、‚
谷
沢
梅
‘
は
い
わ
ゆ
る
梅
酒
用
の
青

梅
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

写真10
果実と混ぜるためのシソ（紫蘇）を別に漬け込
んでいるところ

写真11　果実をシソと一緒に漬け込んだところ

写真12　漬け上がった‘谷沢梅’の梅干し
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図１　‘谷沢梅’の梅干しへの加工手順
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第四章　せつだ梅

第
四
章　

せ
つ
だ
梅

　

・
来
歴
と
古
木
の
調
査

　

庄
内
地
方
で
は
古
く
か
ら
、‚
せ
つ
だ
梅
‘（‚
芹せ
つ

田だ

梅
‘
あ
る
い
は
‚
節せ
つ

田だ

梅
‘
と
書
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

と
称
す
る
や
や
大
粒
の
梅
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
寒
さ
に
強
く
、
豊
産
性
で
す
（
写
真
13
、
14
）。

　

‚
せ
つ
だ
梅
‘
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
は
、「
果
実
の
酸
味
が
強
い
の
で
切
な
い
ほ
ど
酢
っ
ぱ
い
」
た
め
〝
せ

つ
な
梅
〞
と
呼
ん
だ
の
が
そ
の
始
ま
り
と
い
う
説
や
、
山
形
県
旧
飽
海
郡
八
幡
町
に
あ
る
「
芹せ

つ

田だ

」
と
い
う

集
落
名
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
（
渡
部
、
１
９
９
６
）。

　

『
山
形
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
１
９
９
０
）
に
よ
る
と
、
遊
佐
町
に
隣
接
し
て
い
る
旧
八
幡
町
の
芹せ

つ

田だ

地

区
（
現
在
は
酒
田
市
芹
田
地
区
）
に
つ
い
て
、
１
６
２
２
（
元
和
元
）
年
に
発
行
さ
れ
た
『
酒
井
氏
知
行
目

録
』
の
中
に
、「
石
高
６
５
０
余
芹
田
楯
、
館
主
は
芹
田
伊
予
守
」
と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
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こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
「
せ
つ
だ
」
は
、「
芹
田
村
」
の
芹
田
か
「
芹
田
伊
予
守
」
の
名

前
に
由
来
し
て
い
る
と
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
渡
部
、
１
９
９
６
）。

　

芹
田
地
区
で
長
年
‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
栽
培
を
し
て
き
た
Ｉ
さ
ん
（
２
０
０
７
年
当
時
82
歳
）
か
ら
の
聞
き

取
り
に
よ
る
と
、
現
在
同
集
落
内
に
は
樹
齢
が
１
０
０
年
近
い
と
思
わ
れ
る
古
木
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
し
か
し
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
来
歴
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

一
方
、酒
田
市
立
図
書
館
光
丘
文
庫
所
蔵
の
松ま

つ

森も
り

胤た
ね

保や
す

著『
両
羽
博
物
図
譜（
植
物
図
譜
）』中
に「
芹
田
梅
」

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
写
真
15
、
16
）。
こ
の
資
料
か
ら
、
１
８
８
６
（
明
治
19
）
年

写真13
‘せつだ梅’の古樹（酒田市芹田）

樹高は５メートル以上。

写真14　‘せつだ梅’の果実

果実の大きさのわりには種子が小さ
いのが特徴です。
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ご
ろ
に
は
す
で
に
同
地
域
に
‚
せ
つ
だ
梅
‘
が

存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、
現
在
の
芹
田
集
落
に
、
ど
の
程
度

の
数
の
‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
木
が
あ
る
の
か
踏
査

調
査
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
こ
に
暮

ら
す
何
人
か
の
方
々
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施

し
、
以
前
は
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
た
ず
ね
て

み
ま
し
た
。
調
査
は
２
０
０
７
年
９
月
に
行
い

ま
し
た
。

　

現
地
調
査
の
結
果
、
集
落
内
の
少
な
く
と
も

４
か
所
で
か
な
り
古
い
と
思
わ
れ
る
‚
せ
つ
だ

梅
‘の
木
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
写

真
13
は
そ
の
一
例
で
す
）。
な
お
、
同
集
落
内

に
は
こ
れ
ら
の
木
の
ほ
か
に
も
梅
の
古
木
が
何

写真15
松森胤保著『両羽博物図譜（植物図譜、肉菓部、
桃李属）』（酒田市立光丘文庫所蔵）の一部

右側のページに‘芹田（せつだ）梅’が掲載されています。

写真16
『両羽博物図譜』（酒田
市立光丘文庫所蔵）に
描かれた‘芹田梅’（拡
大したところ）
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本
か
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、
葉
や
枝
の
形
態
的
な
特
徴
か
ら
‚
せ
つ
だ
梅
‘
と
は
異
な
る
品
種
と
思
わ
れ
ま

し
た
。

　

・
品
種
特
性
と
結
実
特
性

　

芹
田
地
区
で
‚
せ
つ
だ
梅
‘
を
栽
培
し
て
い
る
Ｓ
さ
ん
所
有
の
木
を
調
査
の
対
象
と
し
て
、
２
樹
か
ら
花

を
81
個
と
果
実
を
22
個
採
取
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
の
形
質
を
調
査
し
ま
し
た
（
表
３
）。

　

‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
果
実
は
短
楕
円
体
で
、
果
頂
部
が
比
較
的
平
ら
で
少
し
へ
こ
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
果

実
の
大
き
さ
の
割
に
は
核
が
小
さ
く
、
ア
ン
ズ
（
杏
）
に
似
て
い
ま
す
（
写
真
14
）。
縫
合
線
は
深
く
、
片

肉
（
縫
合
線
に
対
し
て
ど
ち
ら
か
片
方
が
他
方
よ
り
膨
ら
ん
で
い
る
状
態
）
で
、
果
皮
の
毛も
う

茸じ

（
表
面
に
見

ら
れ
る
細
く
短
い
毛
）
は
短
く
、
淡
黄
緑
色
で
す
。
花
は
、
単
弁
で
薄
紅
色
で
す
。
花
粉
の
稔
性
（
中
身
の

充
実
度
の
こ
と
で
、
稔
性
が
あ
る
花
粉
で
な
い
と
発
芽
し
ま
せ
ん
）
が
極
め
て
低
い
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
堀
内
（
１
９
９
６
）
の
記
述
と
よ
く
一
致
し
て
い
ま
し
た
。

　

渡
部
（
２
０
０
３
）
に
よ
れ
ば
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
は
日
本
全
国
各
地
で
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
‚
豊
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後
‘
梅
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。‚
豊
後
‘
梅
に
関
す
る
こ
と
は

中
国
の
古
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
品
種
は
中
国
大
陸
か
ら
導
入

さ
れ
た
梅
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、‚
豊
後
‘
梅

の
中
に
は
、
杏
と
の
種
間
交
雑
に
よ
っ

て
で
き
た
梅
の
性
質
を
強
く
持
つ
‚
豊

後
‘
性
の
〝
梅ウ

メ

杏ア
ン
ズ〞
と
、
杏
の
性
質
の

方
が
強
く
出
た
〝
杏
ア
ン
ズ

梅ウ
メ

〞
の
２
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

‚
せ
つ
だ
梅
‘
は
、
そ
の
花
、
葉
、
果

実
な
ど
の
諸
形
質
が
‚
豊
後
‘
梅
に
よ

く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、‚
豊
後
‘
梅

表３　‘せつだ梅’の果実と花の主な形質
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の
性
質
を
強
く
受
け
継
ぐ
〝
梅
杏
〞
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
山
形
県
経
済
農
業
共
同
連
合
会
、

１
９
８
６；

渡
部
、
１
９
９
６
）。

　

‚
せ
つ
だ
梅
‘
に
つ
い
て
も
そ
の
結
実
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
受
粉
試
験
を
行
い
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、芹
田
地
区
に
あ
る
Ｉ
さ
ん
所
有
の
‚
せ
つ
だ
梅
‘
２
樹
（
樹
体
Ａ
と
樹
体
Ｂ
と
し
ま
す
が
、

樹
齢
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
）
を
お
借
り
し
て
、
前
章
の
‚
谷
沢
梅
‘
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
①
蕾
の
う
ち

に
除
雄
し
て
袋
を
か
け
て
無
受
粉
と
し
た
も
の
（
無
受
粉
区
）、
②
開
花
直
前
に
袋
を
か
け
て
自
家
受
粉
さ

せ
た
も
の
（
自
家
受
粉
区
）、
③
袋
を
か
け
な
い
で
放
置
し
た
も
の
（
放
任
受
粉
区
）
の
３
処
理
区
を
設
定

し
ま
し
た
。
１
樹
あ
た
り
各
処
理
区
と
も
50
〜
１
０
０
花
を
供
試
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
２
樹
の
開
花
が
完
全

に
終
了
し
た
時
点
で
除
袋
し
、
生
理
落
果
が
終
了
し
た
時
点
で
処
理
区
ご
と
に
結
実
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
、
結

実
率
を
算
出
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
花
粉
の
発
芽
率
を
２
０
０
７
年
の
満
開
直
後
に
調
査
に
使
用
し
た
２
樹
の
花
か
ら
直
接
花
粉
を
採

取
し
て
調
査
し
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
樹
体
Ａ
の
結
実
率
は
、
無
受
粉
区
が
０
％
、
自
家
受
粉
区
が
６
・
３
％
、
放
任
受
粉
区
が

５
・
１
％
、
樹
体
Ｂ
で
は
、
無
受
粉
区
が
０
％
、
自
家
受
粉
区
が
０
・
８
％
、
放
任
受
粉
区
が
０
％
で
、
い
ず
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れ
も
き
わ
め
て
低
い
結
実
率
で
し
た
。
花
粉
の
発
芽
率
も
、
樹
体
Ａ
が
17
・
０
％
、
樹
体
Ｂ
が
15
・
７
％
と
、

前
章
の
‚
谷
沢
梅
‘
に
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
低
い
値
で
し
た
が
、
花
粉
自
体
に
は
活
性
が
あ
る
も
の
と
判
断

さ
れ
ま
し
た
。

　

結
実
率
が
全
体
的
に
と
て
も
低
か
っ
た
原
因
と
し
て
、
袋
か
け
を
し
て
い
る
期
間
中
に
霜
が
降
り
る
ほ
ど

の
強
い
寒
気
が
襲
来
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
こ
と
が
、受
粉
や
受
精
に
と
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー

ジ
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
樹
体
Ａ
、
Ｂ
と
も
自
家
受
粉
区
で
結
実
し
た
果
実

が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
も
自
家
和
合
性
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
両
樹
体
と
も
、
無
受
粉
区
で
は
霜
害
に
よ
り
雌
し
べ
が
黒
変
し
枯
死
し
て
し
ま
っ
た
花
が
多
数
認

め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
袋
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
霜
害
が
軽
減
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
樹
体
Ｂ
は
と
く
に
風
が
あ
た
り
や
す
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
た
め
、
樹
体
Ａ
よ
り
結
実
率
が
低
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
し
た
。
地
元
の
方
々
の
話
に
よ
れ
ば
、
調
査
を
行
っ
た
２
０
０
７
年
は
同
地
区

内
の
梅
の
結
実
率
は
例
年
に
比
べ
て
極
端
に
よ
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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・
果
実
の
利
用
法

　

‚
せ
つ
だ
梅
‘
が
芹
田
地
区
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
、
以
前
は
ど
う
利
用
さ
れ
て
い
た
か
に

つ
い
て
も
聞
き
取
り
調
査
を
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
同
地
区
で
‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
木
を
所
有
し
て
い
る
Ｉ
さ
ん
（
２
０
０
７
年
当
時
82
歳
）
と
酒
田
市

内
で『
せ
つ
だ
梅
』と
い
う
名
の
和
菓
子
を
製
造
し
て
い
る
Ｓ
菓
子
舗
の
Ｓ
さ
ん
に
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

Ｉ
さ
ん
に
よ
れ
ば
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
は
こ
の
地
域
で
は
主
と
し
て
梅
干
し
に
加
工
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
し
た
。
一
方
、
Ｓ
さ
ん
は
‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
果
肉
を
和
菓
子
の
原
料
の
一
部
に
使
用
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
鶴
岡
市
西に

し

片か
た

屋や

（
旧
櫛
引
町
西
片
屋
）
で
‚
庄
内
節
田
梅
‘
と
呼
ば
れ
る
梅
を
栽
培
し
て
い
る

Ｓ
さ
ん
に
も
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

‚
庄
内
節
田
梅
‘
は
、
Ｓ
さ
ん
が
あ
る
苗
木
商
か
ら
20
本
の
‚
せ
つ
だ
梅
‘
の
苗
を
購
入
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
う
ち
の
１
本
が
病
気
に
強
く
果
実
の
核
が
小
さ
い
と
い
う
、
従
来
の
‚
せ
つ
だ
梅
‘
と
は
や
や
異
な
る

性
質
を
示
す
木
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
Ｓ
さ
ん
は
そ
の
木
を
‚
庄
内
節
田
梅
‘
と
呼
ん
で
、
近
隣
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の
仲
間
た
ち
と
増
殖
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
果
実
の
主
な
利
用
法
は
梅
干
し
へ
の
加
工
で
す
が
、
そ
の
他
に

も
ジ
ュ
ー
ス
や
梅
酒
、
さ
ら
に
梅
エ
キ
ス
な
ど
へ
の
加
工
を
試
み
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
も
‚
谷
沢
梅
‘
と
同
じ
様
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
梅
干
し
に
加
工
さ
れ
て

利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
果
肉
を
菓
子
な
ど
の
原
料
に
し
て
き
た
ケ
ー
ス
も
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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章　

お
ば
こ
梅

　

・
来　

歴

　

‚
お
ば
こ
梅
‘
は
、
鶴
岡
市
和わ

名な

川が
わ

（
旧
藤
島
町
和
名
川
）
に
住
む
Ｓ
さ
ん
（
２
０
０
７
年
当
時
76
歳
）

が
30
年
以
上
も
前
に
、
当
時
鶴
岡
市
湯
田
川
に
所
有
し
て
い
た
果
樹
園
で
栽
培
し
て
い
た
梅
の
中
か
ら
優
望

な
形
質
を
示
す
個
体
を
選
ん
で
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
苗
木
を
増
植
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な

お
、
同
果
樹
園
内
に
は
原
木
に
あ
た
る
樹
体
が
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

Ｓ
さ
ん
の
選
抜
し
た
梅
の
木
は
、
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
年
前
後
に
、
当
時
山
形
県
酒
田
農
業
改
良
普

及
所
（
現
在
の
庄
内
総
合
支
庁
産
業
経
済
部
酒
田
農
業
技
術
普
及
課
）
の
農
業
改
良
普
及
員
で
あ
っ
た
Ｈ
さ

ん
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
庄
内
地
方
一
円
で
試
作
栽
培
を
行
っ
た
結
果
、
い
ず
れ
の
地
域
に

お
い
て
も
結
実
、
品
質
と
も
に
安
定
し
て
い
て
よ
い
成
績
を
示
す
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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Ｈ
さ
ん
は
こ
の
系
統
の
栽
培
を
熱
心
に
普

及
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
果
実
の
表
面
が
美

し
い
こ
と
か
ら
、
庄
内
弁
で
女
性
を
表
現
す

る
「
お
ば
こ
」
に
ち
な
ん
で
‚
お
ば
こ
梅
‘

と
名
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
、
酒

田
市
松
山
地
区
（
旧
松
山
町
）
を
中
心
に
、

生
産
者
の
グ
ル
ー
プ
が
特
産
品
と
し
て
の
生

産
振
興
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

・
品
種
特
性
と
結
実
特
性

　

果
実
は
15
ｇ
程
度
の
中
粒
種
で
、
果
頂
部

が
若
干
と
が
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
（
写

真
17
、18
）。果
肉
は
厚
く
、肉
質
は
緻
密
で
、

写真17　‘おばこ梅’の結実状況
（酒田市松山）

写真18　収穫直後の‘おばこ梅’
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果
色
は
緑
黄
色
で
す
が
、
成
熟
期
に
入
る
と
黄
色
に
な
り
ま
す
。

　

開
花
期
は
庄
内
地
方
で
は
４
月
上
旬
で
、‚
せ
つ
だ
梅
‘
に
比
べ
る
と
４
〜
５
日
早
い
よ
う
で
す
。
庄
内

全
域
で
の
栽
培
が
可
能
で
、
自
家
和
合
性
も
高
い
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
か
い
よ
う
病
に
は
必
ず
し
も
強
く

な
い
た
め
、
防
風
林
や
防
風
網
な
ど
の
防
風
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

・
果
実
の
利
用
法

　

山
形
県
酒
田
市
在
住
の
‚
お
ば
こ
梅
‘
の
生
産
者
で
あ
る
Ｓ
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
現
在
（
２
０
０
７
年

当
時
）
松
山
地
区
に
約
30
人
の
‚
お
ば
こ
梅
‘
の
生
産
者
が
い
る
と
の
こ
と
で
す
。‚
お
ば
こ
梅
‘
の
樹
園

地
は
全
部
で
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
あ
り
、
年
間
約
10
ト
ン
以
上
の
生
産
量
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　

収
穫
時
期
は
６
月
中
旬
か
ら
７
月
中
旬
で
、主
と
し
て
梅
酒
製
造
用
の
青
梅
と
し
て
出
荷
さ
れ
ま
す
。‚
お

ば
こ
梅
‘
は
、
水
田
転
作
畑
で
の
栽
培
に
も
適
し
て
お
り
、
自
家
和
合
性
で
、
受
粉
樹
の
混
植
（
同
じ
樹
園

地
に
一
定
の
割
合
で
異
な
っ
た
種
類
や
品
種
の
植
物
を
一
緒
に
植
え
る
こ
と
）
は
ま
っ
た
く
不
要
と
の
こ
と

で
し
た
。
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第
六
章　

お
わ
り
に　

― 

梅
干
し
と
梅
酒
と
日
本
人 

―

　

山
形
県
内
の
い
く
つ
か
の
場
所
で
在
来
梅
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
し
た
際
、
以
前
は
各
民
家
（
と

く
に
旧
家
）
に
は
庭
園
樹
と
し
て
必
ず
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
梅
の
古
木
が
あ
っ
た
と
い
う
話
を
し
ば
し
ば

耳
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
古
木
の
中
に
在
来
品
種
の
梅
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ

の
梅
が
地
域
の
食
文
化
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
か
ら
、
山
形
県
内
に
は
現
在
、‚
谷
沢
梅
‘、‚
せ
つ
だ
梅
‘、‚
お
ば
こ
梅
‘（
こ
の
品
種
に
関

し
て
は
栽
培
の
歴
史
が
30
年
余
り
と
ま
だ
あ
ま
り
長
く
な
い
の
で
す
が
、
将
来
的
に
は
ほ
ぼ
確
実
に
在
来
品

種
と
呼
べ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
本
冊
子
で
は
在
来
品
種
に
含
め
て
紹
介
し
ま
し
た
）
と
い

う
在
来
品
種
と
、
さ
ら
に
、‚
お
い
た
ま
豊
後
‘、‚
庄
内
節
田
梅
‘
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
そ
の
地
域
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
品
種
（
将
来
的
に
は
在
来
品
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
と
考
え
ら
れ
る
梅
に

関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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‚
谷
沢
梅
‘
の
梅
干
し
は
、
寒
河
江
市
谷
沢
地
区
で
古
く
か
ら
作
り
継
が
れ
食
べ
継
が
れ
る
と
と
も
に
、

地
域
の
特
産
品
と
し
て
仙
台
市
周
辺
に
ま
で
出
荷
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
生
産
後
継
者
の
確
保
が
最
も

大
き
な
課
題
で
す
が
、
天
日
干
し
を
2
回
行
う
な
ど
の
て
い
ね
い
な
加
工
法
を
含
め
た
独
自
の
技
術
も
セ
ッ

ト
に
し
て
後
世
に
伝
え
継
い
で
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

‚
せ
つ
だ
梅
‘
は
、
さ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
も
庄
内
地
方
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
栽
培
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
品
種
と
し
て
は
そ
の
形
質
が
か
な
り
雑
ぱ
く
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
お
り
、‚
せ
つ

だ
梅
‘
本
来
の
特
徴
を
持
た
な
い
も
の
が
‚
せ
つ
だ
梅
‘
と
呼
ば
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
よ
う
で

す
。
庄
内
地
方
独
特
の
、
在
来
品
種
と
し
て
の
‚
せ
つ
だ
梅
‘
を
長
く
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
本
来
の

特
性
を
持
っ
て
い
る
‚
せ
つ
だ
梅
‘
を
今
後
改
め
て
選
抜
し
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

鶴
岡
市
の
櫛
引
地
域
で
は
、‚
庄
内
節
田
梅
‘
の
生
産
を
振
興
し
て
特
産
果
樹
と
し
て
育
て
て
い
こ
う
と

す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
く
誕
生
し
た
そ
の
地
域
独
自
の
品
種
を
し
っ
か
り
と
そ
の
地

に
根
づ
か
せ
、
未
来
の
在
来
品
種
へ
と
育
て
て
い
く
こ
と
は
、
時
間
の
か
か
る
取
り
組
み
で
は
あ
り
ま
す
が

と
て
も
楽
し
み
な
こ
と
で
す
。
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現
在
酒
田
市
松
山
地
区
を
中
心
に
生
産
さ
れ
て
い
る
‚
お
ば
こ
梅
‘
は
、‚
谷
沢
梅
‘
や
‚
せ
つ
だ
梅
‘

に
比
べ
れ
ば
ま
だ
短
い
歴
史
し
か
な
い
比
較
的
新
し
い
品
種
で
す
。
前
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
現
時
点
で
そ

れ
を
在
来
品
種
と
呼
ん
で
い
い
か
ど
う
か
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
今
後
、
地
域
に
根
ざ
し

た
栽
培
が
長
く
継
続
さ
れ
て
い
け
ば
、
近
い
将
来
、
在
来
品
種
と
呼
ば
れ
る
日
が
間
違
い
な
く
来
る
も
の
と

思
い
ま
す
。

　

梅
干
し
と
梅
酒
と
い
う
、
私
た
ち
日
本
人
の
食
文
化
に
欠
か
せ
な
い
食
品
が
伝
統
的
な
加
工
技
術
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
長
く
作
り
継
が
れ
、
食
べ
継
が
れ
て
い
く
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
私
た

ち
の
食
卓
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
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付
録
１
．
サ
ク
ラ
属
植
物
の
自
家
不
和
合
性
の
し
く
み
を
探
る

　

梅
は
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
に
分
類
さ
れ
る
果
樹
で
す
が
、
実
は
ア
ン
ズ
や
ス
モ
モ
、
オ
ウ
ト
ウ
、
モ
モ
、
ア
ー

モ
ン
ド
と
い
っ
た
私
た
ち
に
な
じ
み
の
深
い
果
樹
た
ち
も
同
じ
サ
ク
ラ
属
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
果

樹
は
そ
の
生
理
・
生
態
的
特
性
に
似
た
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
し
ば
し
ば
「
サ
ク
ラ
属
果
樹
」
と
し
て
ひ
と

く
く
り
に
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　

サ
ク
ラ
属
果
樹
の
多
く
に
共
通
し
た
生
理
・
生
態
的
特
性
の
一
つ
に
「
自
家
不
和
合
性
」
が
あ
り
ま
す
。

「
自
家
不
和
合
性
」
と
は
、「
め
し
べ
が
自
分
（
果
樹
の
場
合
は
同
じ
品
種
も
含
め
て
）
の
花
粉
を
拒
絶
す

る
性
質
の
こ
と
」
で
、
た
く
さ
ん
あ
る
植
物
の
種
類
の
う
ち
約
半
数
が
こ
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

植
物
は
自
家
不
和
合
性
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
自
分
以
外
の
も
の
と
交
雑
す
る
機
会
を
増
や
し
、
子
孫
の

多
様
性
を
確
保
し
て
、
そ
の
進
化
を
有
利
に
進
め
て
き
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
受
粉
し
て
も
必
ず
し
も
実

が
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
性
質
は
、
果
実
の
収
穫
を
最
終
目
的
と
す
る
果
樹
栽
培
に
と
っ
て
は
実
に
厄
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介
な
も
の
で
す
。

　

サ
ク
ラ
属
果
樹
で
は
、
自
分
の
花
粉
は
め
し
べ
の
中
で
花
粉
管
が
伸
長
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
受

精
に
至
り
ま
せ
ん
。「
さ
く
ら
ん
ぼ
（
オ
ウ
ト
ウ
）
の
苗
木
は
異
な
る
２
品
種
を
買
っ
て
、
セ
ッ
ト
で
植
え

な
い
と
実
が
な
ら
な
い
よ
」
と
い
う
話
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
さ
く

ら
ん
ぼ
が
自
家
不
和
合
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
サ
ク
ラ
属
果
樹
の
多
く
に
共
通
し
て
い
え

る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
唯
一
モ
モ
だ
け
は
、
そ
の
種
全
体
が
自
家
不
和
合
性
を
失
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ

う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
よ
く
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
…
。

　

で
は
、
め
し
べ
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
と
他
人
の
花
粉
を
見
分
け
て
、
自
分
の
花
粉
管
の

伸
長
だ
け
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

２
０
０
０
年
以
降
、
サ
ク
ラ
属
果
樹
の
自
家
不
和
合
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
は
、
め
し
べ
で
分

泌
さ
れ
るS
-R
N
ase

（
エ
ス
・
ア
ー
ル
エ
ヌ
エ
ー
ス
と
読
み
ま
す
）
と
い
う
花
粉
毒
タ
ン
パ
ク
質
（
酵
素
）

と
花
粉
の
中
に
存
在
す
るF

-box

タ
ン
パ
ク
質
と
呼
ば
れ
る
あ
る
種
の
分
解
タ
ン
パ
ク
質
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
２
種
類
の
タ
ン
パ
ク
質
は
常
に
セ
ッ
ト
で
遺
伝
す
る
の
で
、S

-R
N
ase

とF-box

タ
ン
パ
ク
質
が
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
れ
ば
、
め
し
べ
は
そ
の
花
粉
を
自
分
の
花
粉
と
し
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
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き
ま
す
。

　

花
粉
管
は
め
し
べ
の
中
を
伸
び
て
い
る
間
、
め
し
べ
側
か
ら
供
給
さ
れ
る
糖
な
ど
の
栄
養
と
一
緒
に

S
-R
N
ase

も
取
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
花
粉
管
が
伸
び
続
け
ら
れ
る
か
、
途
中
で
止
ま
っ

て
し
ま
う
か
は
、
取
り
込
ん
だS

-R
N
ase

を
解
毒
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

F
-box

タ
ン
パ
ク
質
の
存
在
が
発
見
さ
れ
た
当
初
は
、
こ
の
分
解
タ
ン
パ
ク
質
は
自
分
と
異
な
る
タ
イ
プ
の

S
-R
N
ase

は
分
解
で
き
る
け
れ
ど
、
同
じ
タ
イ
プ
のS

-R
N
ase

を
分
解
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
言
い
方
を
変
え
る
と
、F-box

タ
ン
パ
ク
質
は
自
分
と
は
違
う
（
非
自
己
の
）
め
し

べ
の
中
で
花
粉
管
が
伸
び
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
タ
ン
パ
ク
質
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
大
変
不
思
議
な
こ
と
に
、
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
の
果
樹
で
は
、
こ
のF-box

タ
ン
パ
ク

質
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
花
粉
で
、
非
自
己
の
め
し
べ
で
の
花
粉
管
の
伸
長
に
問
題
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
自

分
の
め
し
べ
で
も
花
粉
管
が
伸
長
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
バ

ラ
科
サ
ク
ラ
属
の
果
樹
で
は
、F

-box

タ
ン
パ
ク
質
は
、
実
際
は
め
し
べ
で
自
分
の
花
粉
管
が
伸
び
る
と
き

に
そ
の
伸
長
を
止
め
る
た
め
に
必
要
な
タ
ン
パ
ク
質
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。F-box

タ
ン
パ
ク
質
が

S
-R
N
ase

の
活
性
化
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
し
く
み
が
働
い
て
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い
る
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
ま
だ
な

ぞ
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
（
図
３
）。

　

サ
ク
ラ
属
果
樹
のF-box

タ
ン
パ

ク
質
が
自
分
の
め
し
べ
で
花
粉
管
が

伸
び
る
の
を
止
め
る
た
め
に
必
要
な

タ
ン
パ
ク
質
で
あ
る
と
い
う
発
見

は
、
こ
の
仲
間
の
果
樹
の
自
家
不
和

合
性
の
し
く
み
が
他
の
植
物
と
比
べ

て
特
別
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に

し
ま
し
た
。S

-R
N
ase

とF-box

タ

ン
パ
ク
質
の
セ
ッ
ト
は
、
リ
ン
ゴ
や

ナ
シ
を
含
む
近
縁
の
バ
ラ
科
ナ
シ
亜

科
だ
け
で
な
く
、
か
な
り
遠
縁
の
ナ

ス
科
や
オ
オ
バ
コ
科
の
植
物
で
も
見

図３　サクラ属果樹の自家不和合性反応のしくみ（模式図）

受粉後、花粉管は、花粉毒である S-RNase が存在するめしべの中の通り道（通導組織）
を伸長していきます。他家花粉、自家花粉とも、花粉管は伸長過程で S-RNase を取り込
んでしまいます。取り込まれた S-RNase はそのままでは無害ですが、自家花粉の中に存
在する自分と同じタイプの F-box タンパク質に出会うと活性化され、その毒性によって
花粉管の伸長を止めてしまうと考えられています。
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つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
種
が
別
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
１
億
２
千
万
年
前
ご
ろ
に
は
、
も
う
す

で
に
こ
の
よ
う
な
し
く
み
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
サ
ク
ラ
属
以
外
の
植
物
で
は
、F-box

タ
ン
パ
ク
質
は
非
自
己
の
め
し
べ
で
花
粉
管
が
伸
び

る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
タ
ン
パ
ク
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
サ

ク
ラ
属
の
果
樹
だ
け
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
自
家
不
和
合
性
の
し
く
み
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
秘
密
は
、
サ
ク
ラ
属
果
樹
のF
-box

タ
ン
パ
ク
質
が
花
粉
管
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い

る
か
に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
室
で
は
現
在
、
そ
の
し
く
み
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し

て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
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付
録
２
．
種
間
交
雑
に
よ
る
新
し
い
果
樹
作
出
の
可
能
性

　

本
編
で
も
説
明
し
ま
し
た
が
、
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
に
分
類
さ
れ
る
果
樹
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
果
樹
の
分
類
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
が
、
育
種
（
品

種
改
良
）
を
考
え
る
際
に
は
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。

　

よ
り
優
れ
た
形
質
を
も
つ
果
樹
を
育
種
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
好
ま
し
い
特
性
を
持
つ
も

の
ど
う
し
を
交
雑
（
か
け
あ
わ
せ
、
交
配
と
も
言
い
ま
す
）
し
ま
す
。
お
い
し
い
梅
ど
う
し
を
交
雑
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
っ
と
お
い
し
い
梅
を
作
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
ブ
ド
ウ
の
よ
う
に
房
成
り
に
な

る
、
今
ま
で
に
は
な
い
新
し
い
ウ
メ
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
梅
に
ブ
ド
ウ
を
か
け
あ
わ
せ
よ
う
と
い
う

人
は
ま
ず
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
に
種
類
の
違
う
植
物
ど
う
し
の
間
に
子
供
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
と

思
い
と
ど
ま
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
生
物
の
分
類
と
交
雑
の
可
能
性
と
の
関
係
に
無
意
識
の
う
ち
に
気
づ

い
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

生
物
の
分
類
の
基
本
単
位
は
「
種
」
で
す
。
し
か
し
、「
種
」
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
意
外
と
難
し
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い
の
で
す
。「
種
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
論
争
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
現
在
最
も
一
般
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る
定
義
は
、「
相
互
に
交
配
し
あ
う
自
然
の
個
体
群
の
グ
ル
ー
プ
で
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
は
生
殖
的

に
隔
離
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
す
（
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
が
、
要
す
る
に
子
供
が
で
き
る
か
否
か
が
大
き

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
）。

　

し
か
し
、
同
じ
の
種
内
の
生
物
で
交
雑
可
能
で
あ
っ
た
も
の
ど
う
し
で
も
、
長
ら
く
交
流
が
途
絶
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
変
化
を
積
み
重
ね
れ
ば
、
や
が
て
両
者
の
交
雑
は
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

り
ま
す
。
進
化
の
過
程
で
見
ら
れ
る
「
種
の
分
化
」
で
す
。

　

一
方
、
異
な
る
種
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
分
化
の
程
度
が
低
く
比
較
的
近
縁
で
あ
れ
ば
、
確
率
は
低
い

で
す
が
交
雑
が
可
能
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
交
雑
を
「
種
間
交
雑
」、
生
ま
れ
た
雑

種
を
「
種
間
雑
種
」
と
呼
び
ま
す
。
植
物
は
、
動
物
に
比
べ
て
種
間
交
雑
し
や
す
い
傾
向
が
あ
り
、
サ
ク
ラ

属
の
植
物
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
間
雑
種
が
存
在
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
属
」
と
「
種
」
の
間
の
分
類
階
層
と
し
て
「
亜
属
」
が
あ
り
ま
す
。
サ
ク
ラ
属
の
果
樹
た
ち
も
、

ウ
メ
や
ア
ン
ズ
、
ス
モ
モ
は
ス
モ
モ
亜
属
、
オ
ウ
ト
ウ
は
サ
ク
ラ
亜
属
、
モ
モ
や
ア
ー
モ
ン
ド
は
モ
モ
亜
属

に
分
類
さ
れ
ま
す
。



49

付　録

　

果
樹
の
仲
間
は
、
同
じ
亜
属
内
の
種
間
交
雑
が
比
較
的
容
易
で
す
。
た
と
え
ば
、
20
世
紀
の
初
頭
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
育
種
家
で
あ
る
ル
ー
サ
ー
バ
ー
バ
ン
ク
は
、
ス
モ
モ
と
ア
ン
ズ
の
種
間
交
雑
に
よ
っ
て
「
プ

ラ
ム
コ
ッ
ト
」（
プ
ラ
ム
と
ア
プ
リ
コ
ッ
ト
を
合
わ
せ
た
造
語
）
と
い
う
新
し
い
果
樹
を
作
出
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
ア
ン
ズ
の
血
を
よ
り
濃
く
し
た
「
プ
ル
オ
ッ
ト
」
と
い
う
植
物
も
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
さ

ら
に
、
ウ
メ
と
ア
ン
ズ
と
の
種
間
雑
種
で
あ
る
杏
梅
や
梅
杏
、
ス
モ
モ
と
の
雑
種
で
あ
る
ス
モ
モ
ウ
メ
な
ど

の
作
出
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
モ
モ
亜
属
の
モ
モ
と
ア
ー
モ
ン
ド
の
雑
種
も
実
験
的
に
生
み
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、こ
れ
ま
で
難
し
い
と
さ
れ
て
き
た
亜
属
間
雑
種
も
登
場
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
育
種
家
、ザ
イ
ガ
ー
フ
ロ
イ
ト
は
、モ
モ
と
ス
モ
モ
の
雑
種
で
あ
る「
ピ
ー
チ
プ
ラ
ム
」、

さ
ら
に
、
ス
モ
モ
と
オ
ウ
ト
ウ
の
種
間
雑
種
で
あ
る
「
プ
ル
エ
リ
ー
」（
プ
ル
ー
ン
と
チ
ェ
リ
ー
を
合
わ
せ

た
造
語
）
を
開
発
し
て
い
ま
す
（
ど
の
よ
う
な
品
質
の
果
実
が
な
る
の
か
は
不
明
で
す
が
…
）。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
作
出
さ
れ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
果
物
た
ち
が
私
た
ち
の
食
卓
に
新
た
な
彩
り
を
添
え

て
く
れ
る
日
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
山
形
県
か
ら
も
何
か
新
し
い
、
み
な
さ
ん
を
あ
っ
と
言
わ
せ
る

よ
う
な
果
樹
を
誕
生
さ
せ
た
い
！
私
た
ち
の
研
究
室
で
は
そ
ん
な
夢
も
描
き
始
め
て
い
ま
す
。
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『
や
ま
が
た
の
在
来
梅
の
は
な
し
』
は
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
山
形
県
に
特
有
と
思
わ
れ
る
３
つ

の
在
来
品
種
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
調
査
や
研
究
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
品
種
の
来
歴
や
栽
培
、
加
工
利
用
の
実
態
が
、
わ
か
り
や
す
く
み
な
さ
ん
に
伝
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
編
集

に
携
わ
っ
た
も
の
と
し
て
そ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
冊
子
は
、
一
昨
年
発
行
し
た
『
伝
九
郎
柿
の
は
な
し
』、
昨
年
発
行
し
た
『
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
の
は
な
し
』

に
続
く
「
や
ま
が
た
の
在
来
果
樹
シ
リ
ー
ズ
」
の
第
３
弾
と
し
て
編
集
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も

「
く
だ
も
の
王
国
や
ま
が
た
」
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
在
来
果
樹
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
ア
ケ
ビ
や
サ
ル
ナ

シ
な
ど
も
そ
れ
ら
を
代
表
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
さ
く
ら
ん
ぼ
（
オ
ウ
ト
ウ
）
や
セ
イ
ヨ
ウ
ナ
シ
の
よ
う
に

山
形
県
を
代
表
す
る
果
樹
の
有
名
選
手
の
陰
で
、
こ
れ
ら
の
マ
イ
ナ
ー
な
選
手
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を

発
揮
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
ど
う
か
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
多
種
多
様
な
選
手
（
果
樹
）
た
ち
あ
っ
て
の
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「
く
だ
も
の
王
国
や
ま
が
た
」
な
の
で
す
か
ら
。

さ
あ
、
今
日
も
、
旬
の
、
お
い
し
い
、
や
ま
が
た
の
果
物
を
ご
堪
能
あ
れ
！

　

本
書
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ど
う
か
ご
遠
慮
な
く
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
EL
 : 0235 - 28 - 2829, FA

X
 : 0235 - 28 - 2832, e-m

ail : staira@
tds1. tr. yam

agata-u. ac. jp

）
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本
書
は
、
編
著
者
ら
の
研
究
室
の
専
攻
生
で
あ
っ
た
船
田
郁
恵
さ
ん
の
卒
業
論
文
「
山
形
県
の
在
来
ウ
メ
‚
谷
沢
梅
‘
お

よ
び
‚
せ
つ
だ
梅
‘
に
関
す
る
調
査
研
究
」
（
２
０
０
８
年
３
月
）
を
も
と
に
し
て
、
大
幅
な
加
筆
、
修
正
を
加
え
て
再
構

成
し
た
も
の
で
す
。
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