
ふ
る
さ
と
の
財た

か
ら

近
江
の
在
来
野
菜
誌
長
　
朔
男
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序

　
滋
賀
県
の
在
来
野
菜
を
初
め
て
網
羅
し
た
『
ふ
る
さ
と
の
財　
近
江
の
在
来
野
菜
誌
』
が
、
京
都
新
聞
出
版

セ
ン
タ
ー
か
ら
出
版
さ
れ
る
。
長
朔
男
さ
ん
が
長
年
を
か
け
た
研
究
成
果
で
あ
る
。
本
書
を
、
在
来
野
菜
に
関

心
が
あ
る
方
、
お
い
し
い
野
菜
を
求
め
る
方
、
農
作
物
の
現
状
と
行
く
末
に
関
心
を
寄
せ
る
方
た
ち
に
、
ぜ
ひ

と
も
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
一
般
の
読
者
に
も
、
野
菜
に
ま
つ
わ
る
文
化
や
歴
史
が
楽
し
め
、

在
来
野
菜
の
価
値
が
発
見
で
き
る
本
と
し
て
お
薦
め
し
た
い
。

　
在
来
野
菜
と
は
、
祖
父
母
の
代
以
前
か
ら
地
域
で
育
て
ら
れ
、
生
活
や
祭
事
に
重
宝
さ
れ
て
き
た
野
菜
を
さ

す
。
滋
賀
県
に
は
全
国
に
広
が
っ
た
日
野
菜
や
京
都
の
聖
護
院
カ
ブ
ラ
の
原
品
種
と
言
わ
れ
て
い
る
近
江
カ
ブ

ラ
を
は
じ
め
、
多
数
の
在
来
野
菜
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
場
が
求
め
る
嗜し

好こ
う

や
安
定
生
産
に
あ
わ
な
い
と
さ

れ
た
も
の
が
多
く
、
現
代
人
の
嗜
好
に
あ
わ
せ
た
、
作
り
や
す
く
均
一
性
に
優
れ
た
Ｆ
１
品
種
野
菜
に
お
さ
れ

て
絶
え
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
残
り
の
多
く
も
栽
培
者
の
高
齢
化
で
消
滅
の
危
機
に
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
全

国
で
も
同
じ
で
あ
る
。

　
だ
が
、
生
態
学
や
育
種
学
の
観
点
か
ら
は
、
在
来
野
菜
は
過
去
の
遺
物
で
は
な
い
。
現
在
流
通
し
て
い
る
野

菜
を
生
み
出
し
た
原
品
種
で
あ
り
、
同
一
品
種
内
で
も
遺
伝
的
多
様
性
に
富
ん
で
い
て
新
た
な
品
種
を
生
む
可

能
性
、
こ
れ
か
ら
の
環
境
変
動
に
も
対
応
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
栽
培
作
物
が
少
数
の
優
秀
な
品
種
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序

や
Ｆ
１
品
種
に
集
中
し
多
様
性
が
失
わ
れ
て
い
る
現
状
か
ら
す
る
と
、
作
物
全
体
の
多
様
性
を
確
保
す
る
う
え

で
在
来
野
菜
の
役
割
が
増
大
し
て
い
る
。
本
書
が
保
全
の
強
化
を
訴
え
る
所ゆ

え
ん以

で
あ
る
。

　
一
方
で
幸
い
に
も
、
ま
だ
一
部
だ
が
、
地
域
文
化
の
再
評
価
や
環
境
意
識
や
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
の
高
ま
り

と
と
も
に
、
在
来
野
菜
を
つ
か
っ
た
郷
土
料
理
が
見
な
お
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
個
性
を
生
か
す
新
し
い
料
理
が

提
案
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
活
用
と
栽
培
復
興
の
動
き
も
出
て
き
て
い
る
。
生
涯
を
か
け
て
在
来
野
菜
を
研
究
さ

れ
た
青
葉
高
先
生
が
形
容
さ
れ
た
よ
う
に
、
在
来
野
菜
は
「
生
き
た
文
化
財｣

で
あ
る
。
一
昔
前
ま
で
は
地
域

や
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
よ
い
株
を
選
ん
で
採
種
し
、
あ
る
い
は
隣
家
か
ら
よ
い
苗
を
譲
り
受
け
て
育
て
、
地
域
固

有
の
野
菜
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
調
理
法
も
家
々
で
伝
え
ら
れ
て
、
在
来
野
菜
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
、

地
域
と
各
家
庭
の
歴
史
や
思
い
出
が
つ
ま
っ
て
い
る
。
い
ま
も
昔
な
が
ら
の
漬
物
や
一
工
夫
し
た
料
理
を
ご
近

所
に
お
裾
分
け
す
る
と
き
、
話
が
は
ず
み
、
人
と
人
を
結
び
つ
け
る
、
そ
う
し
た
力
を
在
来
野
菜
は
も
っ
て
い
る
。

　
長
さ
ん
は
、
在
来
野
菜
の
お
い
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
魅
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
滋

賀
の
食
事
文
化
研
究
会
に
参
加
さ
れ
た
あ
と
、
在
来
野
菜
の
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
定
め
高
齢
を
も
の
と
も

せ
ず
滋
賀
大
学
大
学
院
に
入
学
さ
れ
た
。
私
が
長
さ
ん
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
３
、４
年
前
、
焼
畑
の

火
入
れ
を
手
伝
い
に
こ
ら
れ
た
と
き
で
、
す
で
に
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
私
た
ち
が
植
え
て
い
る
在

来
野
菜
の
ヤ
マ
カ
ブ
ラ
に
つ
い
て
な
お
も
熱
心
に
質
問
さ
れ
て
い
た
。

　
本
書
を
読
め
ば
、
長
さ
ん
が
滋
賀
県
全
域
の
在
来
野
菜
を
守
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
を
訪
ね
歩
き
、
特
性
や
謂い

わ
れ
、
栽
培
法
と
料
理
法
、
苦
労
や
楽
し
み
を
聞
き
と
る
だ
け
で
な
く
、
可
能
な
ら
種
を
譲
り
受
け
て
自
分
で
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も
栽
培
し
て
個
々
の
特
徴
を
確
認
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
の
作
業
を
30
品
種
に
つ
い
て
ひ
と
り
で
お
こ
な
っ

て
こ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
つ
く
づ
く
頭
が
下
が
る
。
本
書
に
は
、
ま
た
、
先
祖
か
ら
の
宝
物
と
し
て
在
来
野
菜

を
大
事
に
守
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
の
ご
苦
労
を
世
に
出
し
、
応
援
し
た
い
と
い
う
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
本

書
が
在
来
野
菜
の
さ
ら
な
る
保
全
と
活
用
の
は
ず
み
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
長
朔
男
さ
ん
に
心
か
ら
の
敬
意
を
こ
め
て
。

　
最
後
に
読
者
の
み
な
さ
ん
へ
お
願
い
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
畑
か
庭
の
片
す
み
で
懐
か
し

い
味
を
秘
め
た
在
来
野
菜
が
息
づ
い
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
こ
の
本
に
ま
だ
載
っ
て
い
な
い
、
お

ば
あ
さ
ん
や
お
じ
い
さ
ん
の
宝
物
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
も
し
も
在
来
野
菜
の
新
し
い
発
見
が
あ

れ
ば
、
ま
た
、
在
来
野
菜
の
忘
れ
ら
れ
な
い
味
や
新
た
な
お
い
し
さ
を
引
き
出
す
食
べ
方
が
あ
れ
ば
、
私
た
ち

の
生
活
と
在
来
野
菜
の
歴
史
が
も
う
ひ
と
つ
豊
か
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
で
発
見
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
と

も
長
さ
ん
に
ご
連
絡
く
だ
さ
る
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
二
〇
二
一
年
五
月
二
十
日

�

黒
　
田
　
末
　
壽

�

（
滋
賀
県
立
大
学
名
誉
教
授
）
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まえがき

ま
え
が
き

　
日
本
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
野
菜
は
、
お
よ
そ
１
４
０
種
類
あ
ま
り
で
あ
る
（『
都
道
府
県
別
地
方
野
菜
大
全
』
１

頁
参
照
）。
そ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
野
生
の
植
物
で
あ
っ
た
。
源
を
た
ど
れ
ば
人
間
が
見
い
だ
し
、
食
べ
ら
れ
て

き
た
植
物
が
作
物
化
さ
れ
、
ま
た
海
外
か
ら
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
定
着
、
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
原
産

の
野
菜
（
食
用
栽
培
植
物
）
は
、
ミ
ツ
バ
、
セ
リ
、
フ
キ
、
ワ
サ
ビ
、
ウ
ド
、
ヤ
マ
イ
モ
（
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
）、
ミ
ョ

ウ
ガ
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
野
生
植
物
を
栽
培
化
し
た
品
種
で
あ
る
。

　
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
野
菜
は
、
種
子
や
苗
が
人
の
手
に
よ
っ
て
各
地
に
伝
え
ら
れ
、
毎
年
種
子
を
採
っ

て
栽
培
し
て
行
く
な
か
で
親
の
形
質
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
土
地
の
気
候
、
地
味
な
ど
の
自
然
環
境
に
適

応
し
た
中
か
ら
よ
り
好
ま
し
い
も
の
が
え
り
す
ぐ
ら
れ
て
形
質
が
固
定
さ
れ
、
人
々
の
食
用
は
も
と
よ
り
生
活
、

習
俗
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
暮
ら
し
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
た
。

　
江
戸
時
代
に
す
ぐ
れ
た
野
菜
の
種
子
の
全
国
的
流
通
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
１
９
６
０
（
昭
和
35
）
年
頃
ま

で
は
ほ
と
ん
ど
の
農
家
自
身
や
地
域
の
タ
ネ
屋
な
ど
が
自
家
採
種
し
た
在
来
野
菜
を
栽
培
し
て
い
た
。
し
か
し
、

「
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
」
の
制
定
（
１
９
６
６
年
）
以
降
だ
ん
だ
ん
と
変
化
し
て
行
く
。
こ
の
安
定
法
で
は
、

生
活
し
て
行
く
う
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
食
材
と
し
て
キ
ャ
ベ
ツ
、
き
ゅ
う
り
、
さ
と
い
も
、
だ
い
こ
ん
、

た
ま
ね
ぎ
、
ト
マ
ト
、
な
す
、
に
ん
じ
ん
、
ね
ぎ
、
は
く
さ
い
、
ば
れ
い
し
ょ
、
ピ
ー
マ
ン
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
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レ
タ
ス
の
14
品
目
が
指
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
野
菜
の
安
定
供
給
の
た
め
に
産
地
指
定
が
進
め
ら
れ
た
。
指
定
産

地
か
ら
市
場
に
出
回
る
多
く
の
野
菜
は
、
病
虫
害
に
強
く
、
作
り
や
す
く
、
均
一
で
美
し
く
、
収
穫
量
の
多
い

交
配
種
・
Ｆ
１
種
と
よ
ば
れ
る
雑
種
第
一
代
の
品
種
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
Ｆ
１
種
が
広
く

一
般
に
い
き
わ
た
る
よ
う
に
な
り
、
毎
年
栽
培
さ
れ
て
い
た
地
域
の
在
来
野
菜
は
、
存
続
が
厳
し
い
環
境
に
追

い
込
ま
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
ん
な
な
か
で
も
栽
培
が
続
け
ら
れ
て
き
た
各
地
の
在
来
野
菜
は
、
お
ふ
く
ろ
の
味
を
思
い
だ
さ

せ
、
旬
を
伝
え
る
野
菜
で
あ
る
。
故
郷
の
誇
り
、
わ
が
町
、
わ
が
村
の
自
慢
の
野
菜
で
あ
る
。
青
葉
高
先
生
は

そ
の
在
来
野
菜
を
食
料
と
し
て
の
価
値
だ
け
で
な
く
、
地
域
で
生
活
し
て
き
た
人
々
の
財
産
と
し
て
地
域
で
守

ら
れ
、
一
品
種
と
し
て
確
立
し
た
歴
史
の
生
き
証
人
「
生
き
た
文
化
財
」
で
あ
る
と
守
る
べ
き
意
義
を
述
べ
て

い
る
（『
日
本
の
野
菜
文
化
史
事
典
』
11
頁
参
照
）。

　
こ
う
し
た
思
い
に
少
し
は
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
近
年
、
在
来
野
菜
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド
野
菜
と
し
て
確
立
さ

せ
て
い
く
広
が
り
が
全
国
的
に
進
ん
で
い
る
。
一
部
の
在
来
野
菜
の
知
名
度
は
、
少
し
ず
つ
上
が
っ
て
き
た
。

各
地
の
道
の
駅
、
直
売
所
な
ど
の
販
路
拡
大
に
よ
っ
て
、
こ
だ
わ
り
の
食
材
・
在
来
野
菜
と
人
々
を
結
び
付
け
、

い
わ
ゆ
る
「
個
性
豊
か
な
」
時
代
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
栽
培

の
現
場
で
は
、
農
家
の
減
少
、
高
齢
化
、
後
継
者
が
い
な
い
な
ど
の
現
実
が
あ
る
。
生
き
た
文
化
財
は
い
っ
た

ん
消
滅
す
る
と
再
現
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
地
域
資
源
作
物
と
し
て
の
継
承
と
活
用

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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まえがき

　
本
書
は
、
滋
賀
県
内
各
地
に
存
在
す
る
在
来
野
菜
の
今
を
レ
ポ
ー
ト
し
た
。
過
去
か
ら
種
子
が
継
承
さ
れ
、

育
て
ら
れ
、
食
べ
ら
れ
て
き
た
生
活
の
歴
史
を
伝
え
る
在
来
野
菜
の
大
切
さ
を
読
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、

維
持
・
保
存
の
一
助
に
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
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根
菜
類

ダ
イ
コ
ン

伊い

吹ぶ
き

大だ
い
こ
ん根 

　
伊
吹
大
根
と
考
え
ら
れ
る
名
前
は
、『
百
姓
伝
記
下
』（
１
２
７

頁
参
照
）
に
初
め
て
出
て
く
る
。
そ
の
記
述
は
、「
大
こ
ん
蒔
事
」

の
項
に
「
地
あ
さ
な
る
処
に
は
信
濃
大
こ
ん
・
雪い

吹ぶ
き

大
こ
ん

の
種
を
以
つ
く
る
べ
し
。
根
へ
入
事
す
く
な
く
ふ
と
る
事
多
し
。

か
ら
み
多
く
て
味
ひ
あ
し
き
也
。
取
分
け
雪
吹
大
こ
ん
は
に

が
み
多
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
農
業
全
書
』（
１
３
１
頁
参
照
）

に
は
、「
伊
吹
菜
又
ね
づ
み
大
根
と
云
ふ
。
其
根
の
末
細
く
鼠

の
尾
の
ご
と
し
。
近
江
伊
吹
山
に
あ
り
。
彼
地
の
名
物
な
り
」

と
あ
る
。
ま
た
、
彦
根
藩
士
で
芭
蕉
門
下
十
哲
の
一
人
と
伝

え
ら
れ
る
俳
人
森
川
許き
ょ
り
く六

（
１
６
５
６
〜
１
７
１
５
）
が
著
し

た
『
風
俗
文
選
』（
１
７
０
頁
参
照
）
に
は
、「
伊
吹
蕎そ

ば麦
。
天

下
に
か
く
れ
な
け
れ
ば
。
か
ら
み
大
根
。
又
此
山
を
極
上
と

さ
だ
む
。
洒せ

い
ゝせ

い
落ら

く
ゝら

く
の
風
流
物
」
と
伊
吹
蕎
麦
と
辛
み
大
根
・

伊
吹
大
根
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
他
『
淡
海
録
』（
１
０
３

頁
参
照
）、『
本
朝
食
鑑
』
巻
３
、『
大
和
本
草
』
巻
５
、『
新
註　

近
江
輿
地
志
略
』（
１
２
０
０
頁
参
照
）、『
本
草
図
譜
』
巻
46

な
ど
に
書
か
れ
描
か
れ
た
絵
図
も
あ
る
が
、
鼠
の
形
を
し
た

ダ
イ
コ
ン
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
産
物
志
』

前
編
近
江
上
に
は
伊
吹
山
麓
上
野
村
産
の
伊
吹
大
根
の
図
が

描
か
れ
、「
根
短
く
末
に
至
り
豊ほ
う
ひ肥

し
て
そ
の
端
に
細
き
根
あ

り
、
形
鼠
の
尾
に
に
た
り
、
味
甚
だ
辛
し
、
煮に
じ
ゅ
く熟

す
れ
ば
甘
し
、

多
く
京
へ
も
輸
出
す
る
」
と
あ
る
。

　
伊
吹
大
根
は
、
根
が
短
く
、
足
で
け
っ
て
も
引
き
抜
く
こ

と
が
で
き
る
こ
と
の
例
え
か
ら
「
ケ
ッ
カ
ラ
シ
大
根
」
と
か

米原市
伊吹地区

近江の
伝統野菜
認定種

発祥地

ダイコン
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伊吹大根

栽
培
地
が
伊
吹
山
山
腹
の
峠
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
峠
の
大

根
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ダ
イ
コ
ン
の
肌
は
白
色
が
多
い

が
、
伊
吹
大
根
は
、
葉
の
軸
（
葉よ
う
へ
い柄
）
と
根
が
土
か
ら
出
た
部

分
（
抽ち
ゅ
う
こ
ん根
部ぶ

）
が
赤
紫
か
ら
淡
緑
色
に
な
る
。
根
形
は
長
さ
25

㎝
余
り
、
直
径
が
８
㎝
余
り
の
寸ず
ん
ど
う胴

型
で
、
尻
が
膨
ら
み
、

根
は
細
い
鼠
の
尻
尾
の
よ
う
に
末
の
方
で
伸
び
て
い
る
。
生

の
食
味
は
、
辛
み
が
強
い
と
同
時
に
甘
み
も
あ
る
。

　
伊
吹
大
根
は
、
栽
培
す
る
農
家
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
な

か
で
、
１
９
７
５
（
昭
和
50
）
年
頃
ま
で
は
地
元
で
細
々
と
作

ら
れ
て
い
た
が
、
交
雑
を
重
ね
形
態
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
。

滋
賀
県
湖
北
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
山
内
喜
平
さ

ん
（
１
９
３
０
年
生
ま
れ　
長
浜
市
）
が
品
種
固
定
化
の
選
抜
育

成
に
取
り
組
ま
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
た
本
来
の
伊
吹
大
根
の

復
活
と
普
及
が
進
め
ら
れ
た
。

　
「『
伊
吹
大
根
』
の
復
元
に
と
り
組
ん
で
」（
15
〜
18
頁
参
照
）

に
よ
る
と
、
１
９
７
８
（
昭
和
53
）
年
、
地
方
に
残
っ
て
い
る

在
来
野
菜
の
全
国
調
査
が
行
わ
れ
、
山
内
喜
平
さ
ん
は
県
職

員
と
し
て
関
わ
る
な
か
で
、
伊
吹
町
に
「
ケ
ッ
カ
ラ
シ
」
と

い
う
大
根
を
作
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
聞
き
、
堀
江
た
づ
さ

ん
（
旧
伊
吹
町
）
を
訪
ね
た
。
た
づ
さ
ん
は
、「
祖
先
様
か
ら
代
々

受
け
継
い
で
き
た
大
根
で
あ
る
が
、
年
を
と
り
作
れ
な
く
な
っ

た
ら
祖
先
様
に
申
し
訳
な
い
」
と
話
し
、
作
っ
て
ほ
し
い
と

懇
願
さ
れ
、
山
内
喜
平
さ
ん
は
種
子
を
も
ら
い
受
け
た
。

　
山
内
喜
平
さ
ん
は
、「
ケ
ッ
カ
ラ
シ
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
伊

吹
地
域
の
ダ
イ
コ
ン
の
文
献
を
調
べ
る
な
か
で
『
本
草
図
譜
』

巻
46
の
中
に
抽
象
的
で
は
あ
る
が
「
根
身
（
根
の
長
さ
）
の
上

部
は
赤
紫
で
あ
る
」「
根
身
は
短
く
や
や
尻
太
で
尻
づ
ま
り
型

で
あ
る
」
と
解
釈
で
き
る
記
述
を
頼
り
に
播
種
、
育
成
し
な

が
ら
原
形
復
元
に
取
り
組
ん
で
行
く
。
最
初
の
年
は
１
７
０

本
生
育
し
た
が
、文
献
の
文
言
に
近
い
も
の
は
６
本
し
か
な
か
っ

た
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
毎
年
、
試
行
錯
誤
の
固
定
選

抜
が
繰
り
返
さ
れ
、
18
年
経
っ
た
１
９
９
６
年
に
約
70
％
ま

で
そ
ろ
う
品
種
に
固
定
で
き
、
堀
江
た
づ
さ
ん
と
の
約
束
を

果
た
し
た
と
つ
づ
っ
て
い
る
。
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